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今
回
は
、
伊
丹
の
酒
造
業
が
伊
丹
の
近
代

化
に
果
た
し
て
き
た
役
割
の
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伊
丹
は
摂
津
の
へ
そ

ま
ず
伊
丹
と
い
う
町
を
地
勢
的
な
見
地
か

ら
見
ま
す
と
、「
摂
津
の
国
の
へ
そ
」
と
し
て

そ
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
は
周
知

の
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
西
国
街
道
の
み
な

ら
ず
諸
街
道
が
交
差
し
て
い
る
要
衝
で
あ

り
、
ま
た
水
路
も
猪
名
川
を
擁
し
て
発
達
し

て
き
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
軍

師
官
兵
衛
」
に
も
出
て
く
る
荒
木
村
重
の
居

そ
う
が
ま
え

城
の
有
岡
城
が
、
そ
の
「
惣
構
」
と
し
て
の

す
ば
ら
し
さ
だ
け
で
な
く
、
立
地
的
な
重
要

性
も
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。
ま
た
現
代
に

お
い
て
も
、
全
国
の
陸
上
自
衛
隊
の
方
面
隊

の
総
監
部
が
所
在
す
る
都
市
で
唯
一
伊
丹
市

だ
け
が
県
庁
所
在
地
以
外
に
あ
る
と
聞
い
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
地
勢
的
背
景
を
考
慮
に

ふ
か
ん

い
れ
て
、
近
代
化
を
俯
瞰
し
て
い
た
だ
く
と

一
層
伊
丹
の
歴
史
に
関
し
て
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

新
撰
組
に
も
支
援

幕
末
か
ら
明
治
維
新
を
経
て
、
政
治
体
制

が
大
き
く
変
わ
り
ゆ
く
中
で
、
清
酒
業
に
も

紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
政
治
の
転

換
期
に
商
売
人
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
先
読

み
を
し
な
が
ら
そ
の
成
り
行
き
を
判
断
し
て

き
た
か
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
そ
の
証
の
一
つ
と
し
て
新
撰
組
に
金

品
を
寄
贈
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
礼
状
が
小

西
家
に
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
様
々

な
社
会
勢
力
に
そ
つ
な
く
布
石
を
打
っ
て
き

た
「
し
た
た
か
さ
」
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

前
稿
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
情
報
収
集

な
ど
も
怠
ら
ず
継
続
的
に
し
て
き
た
こ
と
も

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

逆
境
に
め
げ
ず
技
術
革
新

江
戸
時
代
の
後
期
頃
に
伊
丹
か
ら
灘
五
郷

へ
清
酒
の
主
産
地
が
移
っ
て
い
っ
た
大
き
な

理
由
と
し
て
、
海
運
の
利
便
性
や
地
勢
を
活

か
し
た
水
車
精
米
の
本
格
利
用
、
宮
水
の
発

見
、
酒
造
好
適
米
の
開
発
と
村
米
制
度
等
々

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
逆
境
に

も
関
わ
ら
ず
伊
丹
の
酒
造
業
が
近
代
化
に
果

た
し
て
き
た
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
役
割

が
あ
り
ま
し
た
。
１
８
９
０
年
代
に
は
酒
造

改
良
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
が
、
旧
来
の
酒

造
業
技
術
を
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
く
新
し

い
技
術
・
機
器
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
は
乗

り
越
え
ら
れ
な
い
厚
い
壁
が
あ
っ
た
の
を
、

伊
丹
の
酒
造
家
が
そ
の
克
服
に
大
き
な
力
を

発
揮
し
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
地
主
的
土
地
所
有
型
酒
造
業
か
ら

戦
後
１
９
４
７
年
に
実
施
さ
れ
た
農
地
改
革

に
よ
り
清
酒
業
の
生
命
線
で
あ
る
原
料
米
の

入
手
方
法
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
き
た

こ
と
も
大
き
な
時
代
対
応
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
昭
和
３０
年
代
後
半
に
は
、
酒
造
業

の
悲
願
で
も
あ
っ
た
年
間
醸
造
へ
の
道
を
切

り
開
く
全
館
低
温
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
た
四

季
醸
造
蔵
の
建
設
に
も
い
ち
早
く
取
り
組
ん

だ
の
も
伊
丹
の
「
白
雪
」
で
あ
り
ま
し
た
。

私
財
投
じ
社
会
貢
献

明
治
維
新
前
後
か
ら
そ
れ
ま
で
に
清
酒
業

の
利
益
に
よ
り
蓄
え
た
私
財
を
積
極
的
に
投

入
し
伊
丹
の
近
代
化
に
役
立
て
て
き
た
、
そ

の
典
型
的
な
も
の
が
鉄
道
事
業
で
あ
り
、
金

融
業
で
あ
り
、
文
化
事
業
へ
の
貢
献
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。
ま
た
い
つ
の
時
代
に
も
究
極

の
社
会
貢
献
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
事
業
家

が
行
き
つ
く
最
重
要
課
題
が
人
材
育
成
に
つ

な
が
る
教
育
事
業
で
あ
り
ま
す
。
小
西
家
を

始
め
多
く
の
酒
造
家
が
教
育
事
業
に
は
大
き

な
関
心
を
示
し
て
き
ま
し
た
。
現
伊
丹
小
学

校
の
原
点
で
あ
る
学
校
の
創
設
に
も
深
く
関

わ
っ
た
こ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
常
に
時
代
の
先

読
み
を
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
小
西
家
の

「
白
雪
」
は
４
６
０
年
以
上
の
歴
史
を
積
み

重
ね
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
ま
た
次
代
の
為
に
も
日
本
と
い
う
国
の

存
在
価
値
の
一
つ
が
製
造
業
と
い
う
モ
ノ
つ

く
り
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、「
グ
ロ
ー
カ

ル
」
を
実
践
し
な
が
ら
世
界
に
羽
ば
た
く
小

西
酒
造
を
目
指
し
て
い
く
所
存
で
あ
り
ま

す
。
一
方
、
社
会
貢
献
を
意
識
し
、「
清
酒
発

祥
の
地
・
伊
丹
」
の
地
元
を
大
事
に
し
、
歴

史
・
伝
統
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
時
代
に
適
応

し
て
い
く
「
不
易
流
行
」
の
考
え
方
を
実
践

し
て
ま
い
り
ま
す
。

４
回
に
わ
た
る
寄
稿
を
通
じ
て
伊
丹
の
町

の
歴
史
的
背
景
の
中
で
酒
造
業
や
小
西
家
が

果
た
し
て
き
た
役
割
を
少
し
で
も
ご
理
解
い

た
だ
け
れ
ば
こ
の
上
な
い
喜
び
で
ご
ざ
い
ま

す
。「
伊
丹
公
論
」
の
読
者
の
皆
様
が
、
今
ま

で
以
上
に
伊
丹
の
町
を
愛
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
心
か
ら
念
じ
、
締
め
の
言
葉
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

◇

◇

「
白
雪
」
が
金
賞
受
賞

今
年
５
月
９
日
に
開
か
れ
た
、
平
成
２５
酒

造
年
度
全
国
新
酒
鑑
評
会
で
、
本
市
の
小
西

酒
造
富
士
山
蔵
で
醸
造
さ
れ
た
清
酒「
白
雪
」

が
金
賞
を
受
賞
し
た
。

最終回

小小
西西
酒酒
造造
社社
長長
特特
別別
寄寄
稿稿

伊伊
丹丹
のの
近近
代代
化化
にに
果果
たた
しし
たた

酒酒
造造
家家
たた
ちち
のの
役役
割割

２４
５

伊
丹
市
の
清
酒
乾
杯
条
例
が
施
行
さ
れ
て
か

ら
１
年
近
く
に
な
る
が
、
徐
々
に
条
例
の
効
果

が
発
揮
さ
れ
、
市
内
で
「
清
酒
で
乾
杯
」
の
習

慣
が
広
が
っ
て
来
て
い
る
。

伊
丹
は
か
つ
て
日
本
一
の

酒
ど
こ
ろ

こ
の
条
例
の
正
式
名
称
は
「
清
酒
発
祥
の
地

伊
丹
の
清
酒
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
条

例
」。
伊
丹
市
議
会
で
昨
年
９
月
２６
日
、
議
員
提

出
案
件
と
し
て
可
決
成
立
し
、「
日
本
酒
の
日
」

の
１０
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。

前
文
に
「
伊
丹
は
、
清
酒
発
祥
の
地
と
し
て

知
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
伊
丹
の
地
で
醸
さ
れ

た
清
酒
が
『
丹
醸
』
の
名
で
全
国
津
々
浦
々
に

知
れ
渡
り
、
将
軍
家
の
御
膳
酒
と
し
て
供
さ
れ

た
酒
ど
こ
ろ
で
あ
る
」
と
う
た
い
、
市
と
事
業

者
が
市
民
の
協
力
を
得
て
清
酒
で
乾
杯
の
習
慣

を
広
め
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
文
化
へ
の
理
解

の
促
進
と
、
に
ぎ
わ
い
と
活
力
に
あ
ふ
れ
た
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
と
し
て
い
る
。

有
岡
城
下
で
酒
造
業
が
発
展

ふ
う
び

伊
丹
の
酒
造
業
が
一
世
を
風
靡
し
た
の
は
江

戸
時
代
。
現
在
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
軍
師
官
兵
衛
」
に
も
再
三
登
場
し
た
荒
木
村

重
の
居
城
、
有
岡
城
の
城
下
町
か
ら
発
展
し
た

「
伊
丹
郷
町
」
が
そ
の
舞
台
だ
っ
た
。
最
盛
期

に
は
造
り
酒
屋
が
３６
軒
、
銘
柄
は
２
０
０
以
上

も
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
海
に
面
し

た
灘
（
現
在
の
神
戸
市
・
西
宮
市
の
一
角
）
が

海
運
の
有
利
さ
と
酒
に
適
し
た
宮
水
の
発
見
を

活
か
し
て
江
戸
で
の
販
売
シ
ェ
ア
を
拡
大
。
こ

れ
に
伴
っ
て
伊
丹
の
酒
造
業
は
徐
々
に
衰
退

し
、「
剣
菱
」「
男
山
」「
松
竹
梅
」
な
ど
、
天
下

に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
銘
柄
は
、
灘
な
ど
他
の

生
産
地
に
移
転
・
買
収
さ
れ
て
行
っ
た
。

現
在
、
市
内
に
あ
る
日
本
酒
メ
ー
カ
ー
は
２

社
だ
け
だ
が
、
江
戸
時
代
の
清
酒
番
付
で
上
位

に
位
置
し
た
「
白
雪
」（
小
西
酒
造
）
、「
老
松
」

（
伊
丹
老
松
酒
造
）
は
健
在
だ
。
か
つ
て
伊
丹

が
日
本
一
の
酒
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
事
実
は
市
民

の
誇
り
で
あ
り
、「
清
酒
発
祥
の
地
」の
伝
説
と
、

往
時
を
し
の
ば
せ
る
酒
蔵
な
ど
の
建
物
は
大
き

な
観
光
資
源
と
言
え
る
。

日
本
酒
離
れ
で
も

吟
醸
酒
は
好
調

わ
が
国
の
日
本
酒
販
売
量
は
最
盛
期
の
半
分

以
下
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。し
か
し
、そ
れ
は
ア

ル
コ
ー
ル
市
場
で
消
費
者
の
嗜
好
が
多
様
化
し

て
来
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。
日
本

酒
の
中
で
も
、
価
格
の
高
い
吟
醸
酒
や
純
米
吟

醸
酒
な
ど
は
大
き
く
伸
び
て
い
る
。
当
然
な
が

ら
、お
い
し
い
も
の
は
売
れ
る
。日
本
酒
が
か
つ

て
の
栄
光
を
取
り
戻
す
こ
と
も
夢
で
は
な
い
。

伊
丹
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
も
協
力

昨
年
１０
月
６
日
、
伊
丹
酒
造
組
合
と
伊
丹
商

工
会
議
所
主
催
に
よ
る
記
念
式
典
が
白
雪
ブ
ル

ワ
リ
ー
ビ
レ
ッ
ジ
長
寿
蔵
で
開
か
れ
、
藤
原
保

幸
市
長
や
ロ
ン
ド
ン
五
輪
柔
道
銀
メ
ダ
リ
ス
ト

の
杉
本
美
香
さ
ん
を
は
じ
め
、
約
５０
人
の
招
待

者
が
伊
丹
の
銘
酒「
白
雪
」「
老
松
」で
乾
杯
し
、

清
酒
乾
杯
条
例
の
制
定
を
祝
っ
た
。
１２
月
１９
日

に
は
、
伊
丹
酒
造
組
合
、
伊
丹
小
売
酒
販
組
合
、

伊
丹
商
工
会
議
所
な
ど
に
よ
る
「
日
本
酒
で
乾

杯
振
興
委
員
会
」
が
発
足
。
今
後
の
活
動
と
し

て
、「
伊
丹
ま
ち
な
か
バ
ル
」「
伊
丹
郷
町
屋
台

村
」「
酒
樽
夜
市
」「
白
雪
蔵
ま
つ
り
」
に
向
け

て
、
様
々
な
仕
掛
け
が
企
画
さ
れ
、
店
頭
シ
ー

ル
や
半
の
ぼ
り
が
市
内
料
飲
店
を
中
心
に
配
布

さ
れ
た
。

伊
丹
市
議
会
や
市
役
所
で
は
、条
例
施
行
後
、

議
員
、
職
員
ら
の
宴
会
は
「
清
酒
で
乾
杯
」
が

常
識
に
な
っ
た
。
ま
た
、
伊
丹
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル

で
は
、
宴
会
の
飲
み
放
題
メ
ニ
ュ
ー
で
、
こ
れ

ま
で
オ
プ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
日
本
酒
を
基
本
メ
ニ

ュ
ー
に
入
れ
た
ほ
か
、
宴
会
の
申
し
込
み
を
し

て
来
た
人
に
、
乾
杯
に
は
日
本
酒
を
使
う
よ
う

要
請
す
る
こ
と
に
し
た
。
結
果
は
上
々
で
、
同

ホ
テ
ル
の
輿
石
利
弥
・
営
業
課
長
は
「
ほ
と
ん

ど
の
団
体
が
清
酒
で
乾
杯
す
る
こ
と
に
協
力
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ホ
テ
ル
で
提
供
す
る
日

本
酒
の
量
は
明
ら
か
に
増
え
た
」
と
話
し
て
い

る
。伊

丹
酒
造
組
合
の
藤
本
武
史
顧
問
は
「
ま
だ

数
字
等
で
確
認
は
で
き
て
い
な
い
が
、
条
例
の

趣
旨
に
賛
同
し
て
く
だ
さ
る
方
が
徐
々
に
増
え

て
い
る
よ
う
だ
。
今
後
、
清
酒
で
乾
杯
の
習
慣

が
広
が
り
、
日
本
酒
文
化
の
振
興
に
つ
な
が
れ

ば
有
難
い
」
と
喜
ん
で
い
る
。

日
本
酒
文
化
振
興
で

奈
良
市
と
コ
ラ
ボ

ひ
ょ
う
ぼ
う

「
清
酒
発
祥
の
地
」
を
標
榜
す
る
も
う
一
つ

の
ま
ち
、
奈
良
市
も
昨
年
１２
月
１
日
、
清
酒
乾

杯
条
例
を
施
行
さ
せ
た
。
伊
丹
・
奈
良
両
市
で

は
、同
条
例
に
つ
い
て
情
報
交
換
す
る
う
ち
に
、

発
祥
の
地
を
争
う
の
で
は
な
く
、
協
力
し
合
っ

て
日
本
酒
文
化
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
機
運

が
生
ま
れ
た
。

そ
の
試
み
の
第
一
弾
と
し
て
今
年
１０
月
１２

日
、
旧
岡
田
家
住
宅
・
酒
蔵
で
「
清
酒
発
祥
の

地
フ
ォ
ー
ラ
ム
」を
開
催
す
る
。
両
市
の
市
長
、

酒
造
関
係
者
ら
が
自
論
を
発
表
し
合
い
、
激
論

を
戦
わ
せ
る
。＊

＊

清
酒
乾
杯
条
例
１
周
年
記
念
展

こ
と
ば
蔵
で
は
、
市
立
博
物
館
と
共
催
で
清

酒
乾
杯
条
例
制
定
か
ら
１
周
年
を
記
念
し
た
特

別
展
を
１０
月
１
日
か
ら
２６
日
ま
で
開
催
。
国
立

国
会
図
書
館
関
西
館
提
供
の
資
料
を
中
心
に
日

本
酒
の
歴
史
を
紹
介
す
る
。

条
例
施
行
の
効
果
じ
わ
り

��清清酒酒でで乾乾杯杯����広広ががるる

条
例
制
定
を
祝
い
杉
本
さ
ん
（
手
前
右
か
ら

二
人
目
）
ら
が
市
民
に
伊
丹
酒
を
ふ
る
ま
っ

た
�
昨
年
１０
月
６
日
、
長
寿
蔵
前
で

平成２６年（２０１４年）７月３１日（１） 第２４号 伊 丹 公 論
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関
西
以
外
の
人
、
特
に
関
東
の
人
達
が
伊
丹
と
言
え
ば
、

想
起
す
る
の
は
第
一
に
「
空
港
の
あ
る
街
」
で
あ
る
。
つ
ま

り
伊
丹
は
空
港
の
街
と
の
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
。

そ
の
空
港
は
昭
和
１４
年
（
１
９
３
９
）
に
開
設
さ
れ
た
の

わ
ず

だ
か
ら
伊
丹
市
が
誕
生
す
る
よ
り
も
僅
か
に
早
い
。
平
成
６

年
に
関
空
が
開
港
さ
れ
、
国
際
線
は
移
さ
れ
、
更
に
国
内
線

で
も
千
�
を
超
え
る
遠
距
離
の
路
線
も
移
さ
れ
て
便
数
は
減

っ
た
が
、
利
便
性
か
ら
利
用
者
は
現
在
も
年
間
１
３
０
０
万

人
を
超
え
て
い
る
。

周
辺
の
防
音
も
兼
ね
て
滑
走
路
の
西
側
に
平
成
２０
年
７
月

に
伊
丹
ス
カ
イ
パ
ー
ク
が
建
設
さ
れ
た
。
長
さ
１
・
２
�
、

幅
８０
�
、
面
積
９
�
の
公
園
で
、
北
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か
ら
大

空
の
丘
、
冒
険
の
丘
、
ツ
ツ
ジ
の
丘
な
ど
が
続
き
、
大
空
の

丘
で
は
離
陸
す
る
航
空
機
を
目
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
迫
力
は
想
像
以
上
で
あ
る
。
ま
た
ツ
ツ
ジ
の
丘
で
は
市
民

の
花
で
あ
る
ツ
ツ
ジ
が
１
万
４
０
０
０
本
も
植
え
ら
れ
て
お

り
、
咲
き
誇
る
春
の
景
観
は
素
晴
ら
し
い
。

中
央
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
は
岩
屋
遺
跡
が
一
部
復
元
さ
れ
て

か
ん
が
い

お
り
、
弥
生
時
代
の
灌
漑
施
設
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
更

に
南
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ま
で
星
空
の
丘
や
休
息
の
丘
な
ど
が
あ

り
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
市
内
外
か

ら
多
く
の
人
が
来
園
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
千
里
川
に
か
か
る

原
田
進
入
灯
橋
付
近
や
エ
ア
フ
ロ
ン
ト
オ
ア
シ
ス
下
河
原
や

下
河
原
緑
地
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
も
絶
好
の
ビ
ュ
ー

ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

八
景
に
選
定
さ
れ
た
時
点
で
は
ま
だ
ス
カ
イ
パ
ー
ク
は
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
航
空
機
の
灯
り
の
軌
跡
な
ど
の

美
し
い
夜
景
は
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
展
望
台
や
猪
名
川
の
堤

防
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
が
、
パ
ー
ク
が
完
成
し
、
よ
り
間
近

に
見
る
こ
と
の
で
き
る
夜
景
は
従
来
以
上
の
魅
力
で
あ
る
。

（
い
た
み
ア
ピ
ー
ル
プ
ラ
ン
推
進
協
議
会
会
長

山
元
龍
治
）

※
次
回
は
「
朝
日
を
浴
び
て
（
御
願
塚
古
墳
）
」
を
紹
介
予
定

こ
と
ば
蔵
が

「
優
秀
実
践
図
書
館
」に

読
書
の
意
欲
を
高
め
る
活
動
を
文
部
科
学
大

臣
が
表
彰
す
る
「
子
ど
も
の
読
書
活
動
優
秀
実

践
図
書
館
」
に
こ
と
ば
蔵
が
選
ば
れ
、
４
月
２３

日
に
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ

ン
タ
ー
（
東
京
都
渋
谷
区
）
で
表
彰
式
が
行
わ

れ
た
。

こ
と
ば
蔵
は
平
成
２４
年
７
月
の
オ
ー
プ
ン

後
、
開
館
時
間
の
延
長
や
閲
覧
席
数
の
拡
大
、

親
子
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー
の
新
設
、
ビ
ブ
リ
オ

バ
ト
ル（
書
評
合
戦
）の
開
催
な
ど
に
取
り
組
ん

だ
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
図
書
館
に

親
し
み
を
感
じ
、
貸
出
冊
数
の
増
加
な
ど
の
成

果
を
挙
げ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
。

こ
と
ば
蔵
２
階
に
あ
る
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
コ

ー
ナ
ー
も
オ
ー
プ
ン
に
合
わ
せ
て
新
設
さ
れ

た
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
、
中
高
生
向
け
の
図

書
や
学
習
・
進
路
関
係
資
料
が
集
め
ら
れ
て
お

り
、運
営
に
は
現
役
高
校
生
が
参
加
し
て
い
る
。

市
内
の
四
つ
の
高
校
の
生
徒
た
ち
が
月
２
回
行

わ
れ
る
会
議
に
参
加
し
、
図
書
の
選
定
や
掲
示

物
の
作
成
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
高
校
生

な
ら
で
は
の
目
線
で
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
中
高
生
が
集
ま
り
や
す
い
空
間
が
で
き
て

い
る
。

こ
と
ば
蔵
に
は
、
親
子
や
中
高
生
が
読
書
す

る
環
境
が
整
っ
て
お
り
、
読
書
の
き
っ
か
け
に

な
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
夏
休
み
に
ぜ
ひ
利
用
し
て
み
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
か
。
宿
題
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
本
が
見
つ

か
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
放
送
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
軍
師

官
兵
衛
」
に
登
場
し
た
有
岡
城
の
城
下
町
は
酒

造
の
町
「
伊
丹
郷
町
」
と
し
て
発
展
、
酒
蔵
が

軒
を
並
べ
て
い
た
が
、
宮
ノ
前
に
あ
る
旧
岡
田

家
住
宅
・
酒
蔵
も
そ
の
中
の
一
軒
だ
。
建
て
ら

れ
た
の
は
、
今
か
ら
３
４
０
年
前
の
延
宝
２
年

（
１
６
７
４
）。
年
代
が
判
明
し
現
存
す
る
も
の

で
は
日
本
最
古
の
酒
蔵
だ
。
江
戸
前
期
の
伊
丹

の
酒
造
家
松
屋
与
兵
衛
が
建
て
、明
治
３３
年（
１

９
０
０
）
に
岡
田
家
の
所
有
と
な
っ
た
。
平
成

４
年
に
国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
解

体
修
理
を
経
て
平
成
１３
年
か
ら
一
般
公
開
さ
れ

て
い
る
。

入
館
無
料
。
予
約
す
れ
ば
市
文
化
財
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
会
に
よ
る
ガ
イ
ド
を
受
け
ら
れ
る
。

伊
丹
の
酒
造
り
の
歴
史
を
象
徴
す
る
貴
重
な
文

化
遺
産
を
訪
ね
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

旧
岡
田
家
住
宅
・
酒
蔵

伊
丹
市
宮
ノ
前
２
丁
目
５
番
２８
号

�
０
７
２
・
７
７
２
・
５
９
５
９

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
は
大
阪
国

際
空
港
開
港
７５
周
年
を
記
念
し
、
新
し
い

マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
そ
ら
や
ん
」

を
作
成
、
５
月
２４
日
の
「
空
楽
フ
ェ
ス
タ

２
０
１
４
」
で
披
露
し
た
。

こ
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は

「
い
つ
か
空
を
飛
び
た
い
と
夢
を
描
く
飛

行
機
」
と
い
う
設
定
で
、
地
元
の
大
学
生

が
デ
ザ
イ
ン
し
た
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
一
般

公
募
さ
れ
、
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
１
９

０
４
件
の
応
募
の
中
か
ら
、
空
港
ら
し
さ

と
関
西
ら
し
さ
が
表
現
さ
れ
た
「
そ
ら
や

ん
」
が
選
ば
れ
た
。

セ
レ
モ
ニ
ー
に
は
伊
丹
市
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
た
み
ま
る
」を
は
じ
め
、

空
港
周
辺
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
ち
が
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
た
。「
そ
ら
や

ん
」
が
登
場
す
る
と
、
大
勢
の
観
客
か
ら

拍
手
で
迎
え
ら
れ
、
先
輩
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
の
共
演
を
果
た
し
た
。

こ
れ
か
ら
、「
そ
ら
や
ん
」
の
ゆ
る
い
魅

力
で
伊
丹
の
空
か
ら
世
界
に
羽
ば
た
く
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

大阪国際空港の新ゆるキャラ「そらやん」（中央）

完成を目指して工事中の大阪国際空港ターミナル（昭和４３年１２月４日）

関
西
を
代
表
す
る
空
の
玄
関
口
「
大
阪
国
際

空
港
」
が
開
港
７５
周
年
を
迎
え
た
。
こ
の
空
港

を
「
伊
丹
空
港
」
と
呼
ぶ
人
が
多
い
が
、
実
は

こ
の
呼
び
名
は
通
称
で
、
過
去
に
正
式
名
と
な

っ
た
こ
と
は
な
い
。
戦
後
の
米
軍
に
よ
る
接
収

時
に
「
イ
タ
ミ
・
エ
ア
ベ
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
た

こ
と
が
そ
の
由
来
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

◇

◇

大
阪
国
際
空
港
が
大
阪
第
二
飛
行
場
と
し
て

誕
生
し
た
の
は
、
今
か
ら
７５
年
前
の
昭
和
１４
年

（
１
９
３
９
）
１
月
１７

日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
伊
丹
の
空
の
歴

史
が
始
ま
る
。
開
港
間

も
な
い
昭
和
１６
年
に
太

平
洋
戦
争
が
始
ま
る

と
、
民
間
航
空
の
使
用

は
停
止
さ
れ
、
軍
用
飛

行
場
と
し
て
拡
張
さ
れ

る
。
敗
戦
後
、
米
軍
に

接
収
さ
れ
た
飛
行
場
は

「
イ
タ
ミ
・
エ
ア
ベ
ー

ス
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
戦
後
の
厳
し

い
統
制
下
で
民
間
航
空

事
業
は
許
さ
れ
な
い
状

況
で
あ
っ
た
。

昭
和
３２
年
に
米
軍
か

ら
返
還
さ
れ
、
昭
和
３４

年
に
現
在
の
「
大
阪
国

際
空
港
」
に
改
称
さ
れ
た
。
戦
後
復
興
・
経
済

回
復
を
望
む
財
界
の
声
か
ら
空
港
拡
張
が
進
め

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
立
ち
退
き
や
騒

音
問
題
が
発
生
し
反
対
運
動
が
広
が
っ
た
。
万

博
開
幕
な
ど
で
発
着
回
数
が
増
加
す
る
と
、
さ

ら
に
周
辺
住
民
の
反
対
が
強
ま
り
、
騒
音
訴
訟

が
相
次
い
で
起
き
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
、
伊
丹

市
も
昭
和
４８
年
に「
大
阪
国
際
空
港
撤
去
都
市
」

を
宣
言
し
、
一
丸
と
な
っ
て
騒
音
と
の
戦
い
を

起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

平
成
２
年
の
存
続
協
定
を
経
て
、
そ
の
後
の

航
空
機
の
技
術
革
新
や
民
家
防
音
工
事
な
ど
の

環
境
対
策
の
進
展
に
よ
り
騒
音
公
害
等
が
改
善

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
航
空
機
の
利
便
性
や
空
港

が
も
た
ら
す
地
元
へ
の
経
済
効
果
な
ど
の
必
要

性
を
認
め
る
声
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
た
。
平

成
１９
年
の
「
大
阪
国
際
空
港
と
共
生
す
る
都
市

宣
言
」
で
、
伊
丹
市
は
空
港
を
ま
ち
の
発
展
に

重
要
な
役
割
を
果
た
す
地
域
資
源
と
し
て
、
最

大
限
い
か
し
て
い
く
と
宣
言
し
た
。

そ
し
て
、
開
港
７５
周
年
を
迎
え
、「
ス
マ
イ
ル

エ
ア
ポ
ー
ト
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
お
客
様
が

笑
顔
に
な
れ
る
空
港
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
い

る
。
あ
な
た
が
笑
顔
に
な
り
た
い
時
、
空
港
に

行
っ
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

夜
の
大
阪
国
際
空
港（
伊
丹
空
港
）

平
成
い
た
み
八
景
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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�
�
�

旧岡田家住宅・酒蔵

新新
ゆゆ
るる
キキ
ャャ
ララ

「「
そそ
らら
やや
んん
」」
誕誕
生生

大阪国際空港大阪国際空港
　　開　　開港75周年周年
大阪国際空港
　　開港75周年

旧岡田家住宅・
酒蔵が築340年
酒蔵の歴史を今に伝える
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池
尻
に
あ
る
黒
木
テ
ッ
ク
工
業
株

式
会
社
は
創
業
６２
年
の
会
社
で
あ

る
。
電
気
自
動
車
の
車
体
の
製
造
か

ら
始
め
、
今
日
で
は
全
国
各
地
の
遊

園
地
で
楽
し
ま
れ
る
乗
り
物
作
り
が

主
な
仕
事
だ
。

相
次
ぐ
遊
園
地
の
閉
園
に
よ
り
新

規
事
業
を
模
索
し
て
い
た
時
、「
と
っ

く
り
ん
」
の
製
造
を
手
が
け
た
。「
と

っ
く
り
ん
」
と
は
、「
伊
丹
ま
ち
な
か

バ
ル
」
や
「
伊
丹
ク
リ
ス
マ

ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
と
い
っ
た

中
心
市
街
地
活
性
化
の
イ
ベ

ン
ト
で
活
躍
し
て
い
る
、
と

っ
く
り
型
の
三
輪
自
転
車
で

あ
る
。
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
取

り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
、
大

き
な
手
応
え
を
感
じ
て
い

る
。

そ
ん
な
黒
木
社
長
の
「
も
の
づ
く
り
」
に
は

譲
れ
な
い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
健
全

な
娯
楽
の
追
求
だ
。「
夢
が
あ
り
、
人
に
喜
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
な
も
の
づ
く
り
を
し
た
い
」。そ

の
精
神
と
技
術
を
、
共
に
働
く
二
人
の
息
子
や

今
年
高
校
を
卒
業
し
て
入
社
し
た
青
年
た
ち

に
受
け
継
い
で
ほ
し
い
と
語
る
。
阪
神
・
淡

路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
組
織
さ
れ
た
伊
丹

商
工
会
議
所
青
年
部
「
ぶ
れ
い
く
す
る
う
」

の
立
ち
上
げ
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
ま
ち
づ

く
り
に
興
味
を
持
ち
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
に

顔
を
出
し
、
仲
間
も
多
い
。

ス
ト
レ
ス
解
消
は
１０
台
所
有
し
て
い
る
バ

イ
ク
。
大
学
４
年
の
夏
に
小
さ
な
バ
イ
ク
で

２
カ
月
間
か
け
て
日
本
一
周
を
し
た
。
七
十

歳
に
な
っ
た
ら
、
今
度
は
同
じ
コ
ー
ス
を
同

じ
日
程
で
走
破
し
な
が
ら
同
じ
場
所
で
写
真

を
撮
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。
六
十
歳
、
七

十
歳
、
八
十
歳
、
九
十
歳
と
全
て
の
年
齢
で

の
目
標
を
手
帳
に
記
し
て
い
る
。

「
仕
事
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
夢
が
い
っ
ぱ

い
で
す
ね
」
と
言
う
と
「
夢
し
か
な
い
ん
で

す
」
と
微
笑
ん
だ
。

（
村
上
有
紀
子
）

伊
丹
市
に
市
歌
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
だ
ろ

う
か
。
現
在
で
は
耳
に
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど

失
わ
れ
て
い
る
伊
丹
市
歌
は
今
か
ら
６４
年
前
の

昭
和
２５
年
（
１
９
５
０
）
１０
月
１０
日
、
伊
丹
市

の
市
制
１０
周
年
を
記
念
し
て
制
定
さ
れ
た
。
阪

神
間
で
は
昭
和
１５
年
（
１
９
４
０
）
制
定
の
尼

崎
市
歌
、
昭
和
２１
年
（
１
９
４
６
）
制
定
の
西

宮
市
歌
、
昭
和
２４
年
（
１
９
４
９
）
制
定
の
芦

屋
市
歌
に
次
い
で
４
番
目
に
古
く
、
昭
和
４０
年

代
ま
で
は
市
の
行
事
で
も
盛
ん
に
演
奏
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
あ
る
。

伊
丹
市
歌
の
歌
詞
は
「
伊
丹
市
公
報
」
を
通

じ
て
一
般
公
募
を
実
施
し
、
７４
編
の
応
募
作
か

ら
当
時
県
立
伊
丹
高
校
３
年
生
だ
っ
た
和
仁
敏

之
氏
が
応
募
し
た
歌
詞
が
選
ば
れ
て
芦
屋
在
住

の
詩
人
・
富
田
砕
花（
１
８
９
０
〜
１
９
８
４
）

が
補
作
し
た
。
作
曲
は
関
西
交
響
楽
団
の
指
揮

者
を
務
め
映
画
音
楽
や
宝
塚
歌
劇
の
劇
伴
曲
な

ど
で
幅
広
く
活
躍
し
て
い
た
神
戸
出
身
の
大
沢

寿
人
（
１
９
０
６
〜
１
９
５
３
）
が
手
が
け
て

い
る
。
ち
な
み
に
県
立
伊
丹
高
校
の
校
歌
も
和

仁
氏
が
高
校
２
年
の
時
に
作
詞
し
、
英
文
学
者

・
寿
岳
文
章
（
１
９
０
０
〜
１
９
９
２
）
の
補

作
を
経
て
大
沢
が
作
曲
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
は
市
勢
要
覧
に
も
市
歌
の
歌
詞
と
楽

譜
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
い
つ
頃
か
ら
か
掲

載
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
近
で
は
平

成
２１
年
（
２
０
０
９
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
伊
丹

市
教
育
史
・
学
校
教
育
編
」（
伊
丹
市
立
総
合
教

育
セ
ン
タ
ー
で
販
売
中
。
１
冊
４
千
円
）
の
巻

頭
に
市
歌
の
紹
介
が
あ
り
、
作
詞
者
の
和
仁
氏

は
歌
詞
に
込
め
た
思
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

「
若
者
の
人
に
優
し
く
愛
さ
れ
る
ふ
る
さ
と
へ

の
思
い
を
込
め
て
…
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
す

る
街
づ
く
り
を
祈
っ
て
い
る
」。

制
定
時
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
て
も
変
わ
ら

ず
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
伝
え
る
市
歌
の
素
晴

ら
し
さ
が
再
評
価
さ
れ
、
市
民
の
間
で
再
び
歌

わ
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
橋
岡
昌
幸
）は

一
、

流
れ
つ
き
せ
ぬ
猪
名
川
の

輝
き
映

お
も

と
う
じ

か
も
ほ
う
じ
ゅ
ん

ゆ
る
水
の
面

杜
氏
の
醸
す
芳
醇
と

そ
の
名

も
高
き
わ
が
郷
土

二
、

月
の
光
に
さ
し
い
づ
る

遠
山
な
み

に
続
く
野
の

み
の
り
豊
け
き
な
り
わ
い
に

し
の
ぶ
行
基
の
徳
の
跡

三
、

俳
聖
生
み
し
そ
の
か
み
の

文
化
を

き
ょ
か

今
に
栄
え
つ
つ

理
想
の
炬
火
を
か
か
げ
も

ち

い
そ
し
み
築
く
大
伊
丹

５
月
２６
日
朝
刊
社
会
面
に
、
敬
慕
し

て
い
た
大
谷
晃
一
氏
の
死
亡
記
事
が
あ

っ
た
。
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。
先
生

の
「
大
阪
学
」
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
。
関
西
を
語
る
に
は
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
伊
丹
の
誇
り
だ
っ
た
。
以

前
、
梶
井
基
次
郎
に
つ
い
て
教
え
を
い

た
だ
い
た
。
泰
然
自
若
。
メ
ガ
ネ
の
奥

の
優
し
い
眼
差
し
と
、
筋
一
本
入
っ
た

ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
話
し
ぶ
り
は
、
聞
く

人
を
こ
と
ご
と
く
魅
了
し
た
。

朝
日
新
聞
の
記
者
か
ら
文
筆
家
と
な

り
帝
塚
山
学
院
大
学
の
学
長
を
務
め
ら

れ
た
。
伊
丹
市
の
平
和
都
市
宣
言
文
を

練
ら
れ
た
の
も
先
生
ら
が
中
心
と
お
聞

き
し
て
い
る
。

平
成
２１
年
、
大
谷
晃
一
全
集
を
発
行

さ
れ
た
。
伊
丹
の
芸
術
家
協
会
報
「
芸

協
い
た
み
」（
２
０
０
９
／
４４
号
）
に
氏

の
「
人
生
の
区
切
り
」
と
題
し
た
一
文

が
あ
る
。
生
涯
を
締
め
く
く
り
、「
大
谷

晃
一
著
作
集
全
６
冊
を
全
国
の
国
公
立

の
図
書
館
と
私
立
を
含
む
主
な
大
学
の

図
書
館
、
公
私
立
の
文
学
館
の
計
２
７

４
館
の
た
め
に
総
計
１
６
４
４
冊
を
買

い
上
げ
て
寄
贈
し
た
。
こ
れ
を
以
て
、

２
７
４
基
の
大
谷
晃
一
の
墓
と
す

る
」。何

と
先
生
ら
し
い
生
き
方
よ
。
そ
の

あ
と
今
年
１
月
に
自
伝
的
エ
ッ
セ
ー
集

「
余
生
返
上
」
を
出
版
さ
れ
た
。
享
年

９０
歳
。
ぽ
っ
か
り
空
い
た
穴
を
埋
め
る

の
に
時
間
が
か
か
る
。
先
生
有
難
う
。

（
郷
土
史
研
究
家

森
本
啓
一
）

郷
土
史
こ
ぼ
れ
話
�

大
谷
晃
一
２
７
４
基
の
墓

昭
和
元
年
創
業
以
来
、
地
元
に
愛
さ
れ
続
け

る
老
舗
寿
司
店
が
あ
る
。
こ
と
ば
蔵
の
名
誉
館

長
で
あ
る
田
辺
聖
子
さ
ん
も
常
連
客
の
一
人

で
、
お
決
ま
り
の
注
文
は
ウ
ニ
・
ア
ナ
ゴ
・
ト

ロ
と
日
本
酒
だ
っ
た
。
著
書
の
中
で
も
「
心
お

ど
る
い
き
つ
け
の
店
」
と
紹
介
さ
れ
、
田
辺
さ

ん
の
フ
ァ
ン
が
来
店
す
る
こ
と
も
あ
る
。

現
在
、
こ
の
「
す
し
善
」
を
営
む
の
は
、
３

ご

ぼ
う

代
目
の
午
房
憲
一
さ
ん
（
５７
）
。「
シ
ャ
リ
に
と

こ
と
ん
こ
だ
わ
り
、
新
鮮
な
ネ
タ
の
本
来
の
旨

み
を
最
大
限
引
き
出
す
よ
う
、
下
準
備
に
は
余

念
が
あ
り
ま
せ
ん
」。
こ
の
こ
だ
わ
り
こ
そ
が
、

地
元
で
愛
さ
れ
続
け
る
秘
訣
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。最

近
は
回
転
寿
司
チ
ェ
ー
ン
店
が
多
い
が
、

「
す
し
善
」
で
は
昔
な
が
ら
の
対
面
サ
ー
ビ
ス

に
よ
る
一
期
一
会
の
お
も
て
な
し
を
大
切
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
れ
か
ら
は
時
代
に
応
じ

た
料
理
を
出
し
、
若
い
人
も
楽
し
め
る
お
店
に

し
て
い
き
た
い
」
と
話
し
た
。
伝
統
の
味
を
残

し
つ
つ
、
時
代
と
と
も
に
進
化
す
る
「
す
し

善
」。
田
辺
さ
ん
の
本
を
読
む
と
、
ま
た
行
き
た

く
な
っ
て
き
た
。

現

代

人

物

すし善
〒６６４―０８５１
伊丹市中央２―９―１２ �０７２―７８２―２３４４

伊
丹
市
の
南
東
に
位
置
し
、
空
港
に
隣
接

す
る
神
津
地
区
は
「
ひ
ょ
う
た
ん
の
里
」
と

も
言
わ
れ
る
。
そ
の
由
来
は
、
昭
和
６１
年
に

当
時
の
地
区
社
協
の
地
区
長
で
あ
っ
た
高
谷

彦
三
郎
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
。
地
区
の
特
産
品

と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
地
区
社
協
に
ひ
ょ
う

た
ん
部
が
で
き
る
ま

で
に
な
っ
た
。

地
区
社
協
ひ
ょ
う

た
ん
部
の
加
藤
春
雄

さ
ん
曰
く
、「
５
月
に

苗
を
植
え
て
、
水
や

り
を
毎
日
欠
か
さ

ず
、
そ
し
て
秋
に
実

が
な
っ
て
収
穫
ま
で

が
一
苦
労
。
そ
こ
か

ら
も
さ
ら
に
大
変

で
、種
を
取
る
た
め
に
水
に
浸
す
ん
だ
け
ど
、

種
が
腐
る
と
臭
く
て
か
な
わ
ん
か
っ
た
」。今

で
は
薬
剤
で
楽
に
な
っ
た
ら
し
い
。そ
の
後
、

絵
付
け
で
仕
上
げ
る
。
塗
り
、
磨
い
て
は
塗

り
、
ま
た
磨
く
の
繰
り
返
し
。
そ
ん
な
手
間

を
か
け
た
ひ
ょ
う
た
ん
、
い
い
も
の
に
な
る

と
数
万
円
と
な
り
、座
布
団
に
鎮
座
し
、色
々

な
装
飾
も
加
わ
り
美
術
品
の
よ
う
に
な
る
。

縁
起
物
と
し
て
選
挙
の
時
に
、
ポ
ン
ッ
と
買

わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

ま
た
、
酒
を
入
れ
る
水
筒
と
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
は
否
と
の
答
え
で
あ
っ
た
。
酒

造
メ
ー
カ
ー
と
試
し
に
や
っ
て
み
た
が
、
う

ま
く
防
水
が
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ち
な
み
に
、
伊
丹
市
千
僧
の
第
３
師
団
の

部
隊
章
は
千
成
ひ
ょ
う
た
ん
を
三
つ
並
べ
、

数
字
の
３
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
津

の
ひ
ょ
う
た
ん
と
は
直
接
関
連
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
面
白
い
偶
然
だ
。

そ
ん
な
ひ
ょ
う
た
ん
、
伊
丹
市
立
観
光
物

産
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
春
の
緑
化
フ
ェ
ア
で
購
入

で
き
る
。
運
気
向
上
に
は
い
ろ
い
ろ
な
や
り

方
が
あ
る
と
思
う
が
、
縁
起
物
を
家
に
置
い

た
り
ぶ
ら
さ
げ
た
り
す
る
の
も
一
つ
の
や
り

方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
齋
藤
芳
弘
）

ひ
ょ
う
た
ん
土
産
で
運
気
向
上

写真協力�西田写真館

１９５０年代の「すし善」

さ
ん

黒
木
候
次

黒
木
テ
ッ
ク
工
業
（
株
）
社
長

一生、
夢を追追いいかかけけてて

郷
土
土
産
品
紹
介
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昭和４０年代の宮前商店街アーケード
（伊丹市立博物館提供）

歌人の俵万智さんに「八月の朝」という作品（５０首）が
あり、その英訳バージョン（by Jack Stam）もある。そ
の中の１首。河出文庫「英語対訳サラダ記念日」より。

あ

吾をさらい Do you remember
エンジンかけた how you went and kidnapped me？
八月の朝を How you revved up
あなたは to carry me away
覚えているか that morning in August？

まず、日本語（以下、（日）と表記）と英語（以下、
（英）と表記）との語順の差異が明確。（日）では５行
目の「覚えているか」が（英）では１行目、「八月の朝」
３行目は（英）では５行目、「エンジンかけた」２行目
は（英）では３行目の revved up となる。

単語では、２行目の kidnap は kid が「子ども」で nap

はもともと nab に由来して「さらう」、３行目の rev up
は「エンジンの回転速度を上げる」という意味。

表現面では、「吾をさらい」が kidnapped（２行目）と
carry me away（４行目）と２回、また how の節も２回。
２行目の how 節を３～５行目 How 節で同格的に補足
説明している。一種の強調ともとれるでしょう。

最後に、解釈としては「エンジン」は「愛のエンジ
ン」、revved up は「愛の加速」、morning は当然「朝」
という意味ですが、ここでは「愛のスタート」と読む
べきでしょう。

左記の英訳バージョンの�流短歌訳とその�流英訳
をどうぞ。

覚えてる？ Remember?
私をさらった You kidnapped me
エンジンの by car
愛の加速の on high revs
８月の朝 on one August morning.

（�昌央）

英語註釈日和

伊
丹
市
制
５０
周
年
を
記

念
し
て
歴
史
祭
り
・
時
代

行
列
が
平
成
２
年
か
ら
始

ま
っ
た
。
最
後
の
年
（
平

成
５
年
）
に
常
岡
病
院
か

ら
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
ま
で
平
安

時
代
の
行
列
を
先
導
す
る

役
目
で
歩
く
こ
と
に
な
っ

た
。友

達
と
二
人
で
衣
服
は

は
か
ま

袴
を
着
な
け
れ
ば
い
け

な
か
っ
た
。
市
立
高
校
で

袴
を
着
る
の
は
い
い
が
、

ト
イ
レ
に
は
困
っ
た
。
片

方
の
袴
に
両
足
を
入
れ
て

上
手
く
い
っ
た
が
汗
が
だ

え

ぼ

し

わ
ら

ら
だ
ら
。
片
手
に
軽
い
金
棒
と
烏
帽
子
、
藁

ぞ
う

り

草
履
。
ど
う
や
っ
て
歩
け
ば
い
い
ん
で
す
か

と
聞
け
ば
、
ま
っ
す
ぐ
前
を
見
て
歩
い
て
下

さ
い
と
の
事
。
あ
の
頃
は
も
ち
ろ
ん
、
若
か

っ
た
の
で
言
わ
れ
た
と
お
り
歩
い
た
。
２
、

３
回
名
前
を
呼
ば
れ
た
が
、
緊
張
で
ガ
チ
ガ

チ
、
ま
っ
す
ぐ
。
も
の
す
ご
く
恥
ず

か
し
か
っ
た
。
今
の
歳
だ
っ
た
ら
に

っ
こ
り
と
手
を
振
っ
て
い
た
か
も
。

Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
近
く
に
な
る
と
少
し
笑

み
が
あ
っ
た
か
も
。
１
・
２
キ
ロ
の

旅
で
し
た
。

（
平
き
み
え
）

地
元
を
よ
く
知
る
人
に
昔
の
話
を
伺
い
、
昔

と
今
を
比
べ
な
が
ら
、
伊
丹
の
ま
ち
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
お
う
と
い
う
企
画
。
１

回
目
は
こ
と
ば
蔵
が
あ
る
宮
前
商
店
街
を
紹
介

す
る
。

か
つ
て
、
宮
ノ
前
は
猪
名
野
神
社
の
門
前
町

と
し
て
栄
え
た
。
大
正
以
降
、
急
速
に
商
店
街

が
形
成
さ
れ
発
展
。
２０
年
ほ
ど
前
ま
で
は
宮
前

商
店
街
に
は
ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
置
さ
れ
、
今
で

は
想
像
で
き
な
い
町
並
み
で
あ
っ
た
。
現
在
も

宮
ノ
前
で
鰹
節
店
を
営
む
「
�
木
商
店
」
の
�

木
晃
さ
ん
（
８１
）
に
昔
の
話
を
聞
い
た
。

「
昭
和
の
初
め
頃
の
宮
前
商
店
街
に
は
、
呉

服
屋
や
染
物
屋
な
ど
の
専
門
店
が
１
０
０
店
舗

以
上
連
な
っ
て
い
た
。
誓
文
払
い
（
今
で
言
う

歳
末
バ
ー
ゲ
ン
）
の
時
に
は
２０
〜
３０
�
先
ま
で

見
え
な
い
ほ
ど
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
賑
わ
っ
て

い
た
。
商
店
街
で
結
成
し
た
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
チ

ー
ム
が
市
内
の
大
会
で
優
勝
し
た
時
に
は
、
優

勝
パ
レ
ー
ド
を
す
る
ほ
ど
、
住
民
と
お
店
が
一

体
と
な
っ
た
町
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
お
店
が
少
し
ず
つ
減
少
し
て
い
き

寂
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
２
年
前
に
文
化

の
拠
点
と
な
る
こ
と
ば
蔵
が
で
き
、
人
の
流
れ

が
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
う
れ
し
い
」。

１６
年
前
、宮
ノ
前
の
伝
統
行
事
で
あ
っ
た「
宮

前
ふ
と
ん
太
鼓
巡
行
」
が
復
活
し
、
そ
の
後
は

毎
秋
に
実
施
さ
れ
て
い
る
�
写
真
。
変
化
し
続

け
る
宮
ノ
前
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
発
展
す

る
の
か
楽
し
み
だ
。

伊
丹
今
昔
物
語

変
化
続
け
る
「
宮
前
商
店
街
」

緊張ガチガチの旅

▼
関
西
人
と
吉
本

関
西
人
は
吉
本
が
好
き
だ
。
子
ど
も

の
頃
は
少
し
オ
モ
ロ
イ
奴
に
は
す
ぐ
、

「
吉
本
行
っ
た
ら
え
え
ね
ん
」
な
ど
と

言
っ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
拙
者
の
小

学
校
時
代
の
正
し
い
土
曜
日
の
過
ご
し

方
は
、
午
前
中
の
授
業
が
終
わ
る
と
真
っ
直
ぐ

家
に
帰
り
、
行
儀
が
悪
い
が
、
昼
食
を
食
べ
な

が
ら
吉
本
新
喜
劇
を
観
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。

▼
絶
妙
の
酒
コ
ン
ト

そ
の
新
喜
劇
で
当
時
看
板
ス
タ
ー
だ
っ
た
の

が
花
紀
京
と
岡
八
郎
。
こ
の
二
人
の
掛
け
合
い

も
見
事
で
、
拙
者
が
一
番
好
き
だ
っ
た
の
は
、

こ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
。

酒
屋
の
大
将
に
扮
す
る
岡
八
郎
さ
ん
が
、
奥

目
を
栓
抜
き
代
わ
り
に
し
て
、
お
酒
の
栓
を
抜

き
、
お
客
に
扮
す
る
花
紀
京
さ
ん
が
酒
の
澗
を

注
文
す
る
。
以
下
、
花
紀
京
、
岡
八
郎
の
セ
リ

フ
順
。

「
酒
の
澗
も
ら
え
る
か
ぁ
」「
へ
ー
い

お
待

ち
ど
う
」「
う
ー
ん

ち
ょ
っ
と
ぬ
る
い
な
ぁ
」

「
す
ん
ま
へ
ん

ほ
な
こ
れ
で
ど
な
い
で
っ
し

ゃ
ろ
」（
お
酒
を
注
ぐ
岡
八
郎
）「
あ
つ
っ

ち

ょ
っ
と
熱
い
で
ぇ
」「
す

す
ん
ま
へ
ん
」（
ま

た
、
お
酒
を
注
ぐ
岡
八
郎
）「
今
度
は
ち
ょ
っ
と

ぬ
る
い
な
ぁ
」。

こ
の
繰
り
返
し
で
花
紀
京
の
酒
の
量
が
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
く
、
と
い
う
絶
妙
の
掛
け
合
い

で
、
毎
回
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
大
爆
笑
す
る
と

い
う
安
定
感
の
あ
る
シ
ー
ン
だ
っ
た
。

そ
う
言
え
ば
、
今
は
亡
き
拙
者
の
親
父
も
よ

く
酒
屋
さ
ん
で
「
ち
ょ
っ
と
酒
を
く
れ
」
と
飲

ん
で
い
た
も
の
だ
。

今
日
は
、
親
父
の
こ

と
も
想
い
な
が
ら
一

杯
。

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。

坪内稔典プロフィール
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。

伊

丹

俳

壇
坪
内
稔
典
選

最
優
秀
賞

初
夏
の
更
地
出
来
た
て
空
出
来
た
て

相
場

恵
理
子

（
東
京
都
江
戸
川
区
）

更
地
が
で
き
、
そ
の
上
に
空
が
広
が
っ
た
の
だ
が
、「
更
地
出
来
た
て
空
出

来
た
て
」
と
更
地
と
空
を
対
句
的
に
表
現
し
た
と
き
、
更
地
も
空
も
と
て
も

す
て
き
な
も
の
に
見
え
る
。
し
か
も
「
初
夏
の
」
と
い
う
季
語
に
よ
る
形
容

が
そ
の
す
て
き
度
を
高
め
た
。

夏
空
を
蹴
っ
て
僕
だ
け
い
な
い
街

平

明
男

（
伊
丹
市
）

三
平
が
ア
タ
マ
を
掻
い
て
夏
の
暮

早
瀬

淳
一

（
神
戸
市
）

万
緑
を
背
に
抱
卵
の
フ
ラ
ミ
ン
ゴ

宮
下

美
智
子

（
神
戸
市
）

自
転
車
の
尻
に
乗
せ
た
る
夏
帽
子

小
松

房
子

（
伊
丹
市
）

ば

さ

ら

金
髪
と
伐
折
羅
向
き
合
ふ
大
暑
哉

山
田

真
人

（
大
阪
市
）

優
秀
賞
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�「

伊
丹
公
論
」
名
物
コ
ー
ナ
ー

の
「
伊
丹
俳
壇
」。

今
回
の
兼
題
は「
夏
」。
夏
を
テ

ー
マ
に
様
々
な
句
が
集
ま
っ
た
。

回
を
重
ね
る
ご
と
に
電
子
申
請
に

よ
る
投
句
が
増
加
し
、
応
募
件
数

の
３
分
の
１
に
達
し
た
。
青
森
県

や
宮
崎
県
な
ど
遠
方
か
ら
の
応
募

も
多
く
み
ら
れ
、
東
京
都
の
方
が

最
優
秀
賞
に
輝
い
た
。

「
伊
丹
俳
壇
」
次
回
の
兼
題
は

「
酒
」。

募
集
期
間
は
７
月
３１
日
か
ら
１０

月
１５
日
ま
で
。
最
優
秀
賞
に
は
図

書
券
３
千
円
進
呈
。
左
の
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
を
利
用
す
る
と
ケ
ー
タ
イ
か

ら
も
投
句
が

可
能
。

問
い
合
わ

せ
は
伊
丹
市

立
図
書
館
こ

と
ば
蔵
へ
。

�
五
杯
目
�

（
と
き
わ
喜
多
）

時代装束で練り歩く著者
（左から３人目）

伊 丹 公 論 （４）第２４号

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵

平成２６年（２０１４年）７月３１日


