
通巻 号２６
７

前
号
に
引
き
続
き
、「
清
酒
発
祥
の
地
」

に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◇
行
基
と
伊
丹

伊
丹
市
と
同
じ
く
清

ひ
ょ
う
ぼ
う

酒
発
祥
の
地
を
標

榜
す
る
奈
良
市
の
近

鉄
奈
良
駅
前
広
場
に
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
行
基

像
と
噴
水
が
あ
り
、
地
元
で
は
行
基
広
場

と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
、
待
ち
合
わ
せ
ス

ポ
ッ
ト
な
ど
と
し
て
多
く
の
人
に
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
奈
良
市
と
伊
丹
市
の
意
外

な
つ
な
が
り
で
す
が
、奈
良
時
代
の
高
僧
、

行
基
（
６６８
〜
７４９
）
は
、
人
々
を
指
導
し
、

伊
丹
台
地
の
ほ
ぼ
中
央
部
の
東
西
に
連
な

る
陥
没
帯
に
昆
陽
池
な
ど
の
五
つ
の
池
を

造
成
し
ま
し
た
。
長
尾
山
か
ら
流
れ
出
す

水
を
農
業
用
水
と
し
て
利
用
す
る
と
と
も

に
五
つ
の
池
に
導
い
て
北
部
の
排
水
対
策

を
し
、
用
水
路
を
造
っ
て
池
に
蓄
え
た
水

を
南
に
流
し
、
大
稲
作
地
帯
を
生
み
出
す

と
い
う
、
土
木
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
ま

し
た
。

そ
し
て
天
平
３
年
（
７３１
）、
昆
陽
施
院

（
昆
陽
寺
の
前
身
と
も
言
わ
れ
る
）
を
建

立
。
現
在
、
昆
陽
寺
の
こ
と
を
「
ぎ
ょ
う

ぎ
さ
ん
」
と
伊
丹
の
人
々
が
呼
び
親
し
む

よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
業

を
行
基
一
人
が
成
し
た
の
で
は
な
く
、
地

元
の
多
く
の
人
々
が
参
加
し
資
金
を
出

し
、
自
発
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
応
じ
た

協
力
や
奉
仕
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
経
緯
故

と
い
え
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
伊
丹
に
は
参

画
と
協
働
の
精
神
が
息
づ
い
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

◇
「
清
酒
発
祥
の
地
」
島
根
も
名
乗
り

「
清
酒
」
と
い
う
言
葉
は
「
濁
り
酒
」

に
対
す
る
も
の
で
す
が
、
か
つ
て
奈
良
の

正
暦
寺
で
は
諸
白
造
り
に
よ
っ
て
神
や
仏

に
供
え
る
酒
が
造
ら
れ
、
一
方
、
伊
丹
で

は
商
業
用
と
し
て
清
酒
が
造
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
清
酒
発
祥
の
地
を

争
っ
て
い
る
伊
丹
市
と
奈
良
市
で
す
が
、

他
に
も
「
日
本
酒
発
祥
の
地
」
を
謳
う
地

に
島
根
が
あ
り
ま
す
。す

さ

の
お
の
み
こ
と

や

日
本
書
紀
に
は
、
須
佐
之
男

命
が
八

ま
た
の
お
ろ
ち

岐

大
蛇
を
退
治
す
る
た
め
に
八
度
に
わ

や
し
お
り

た
っ
て
醸
す
酒
、
八
塩
折
の
酒
と
い
う
も

の
を
造
ら
せ
る
記
述
が
あ
り
、
神
話
の
時

代
か
ら
こ
の
地
に
酒
造
り
の
高
度
な
技
術

が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
出
雲
市
に
は
酒
造
り
の
神
で

く

す

の
か
み

あ
る
久
斯
之
神
を
祀
る
佐
香
神
社
（
松
尾

神
社
）
が
あ
り
ま
す
。
酒
の
古
名
で
あ
る

さ

か

「
佐
香
」の
名
を
持
つ
、
こ
の
神
社
で
は
、

酒
造
が
許
可
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
１０
月
に

行
わ
れ
る
濁
酒
祭
で
は
仕
込
ま
れ
た
濁
り

酒
を
神
前
に
お
供
え
し
て
１
年
の
酒
造
祈

願
を
し
ま
す
。

未
定
で
す
が
、
今
年
１０
月
の
日
本
酒
の

日
に
は
、
出
雲
市
、
奈
良
市
、
伊
丹
市
の

３
市
で
日
本
酒
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
で

き
な
い
か
と
計
画
中
で
す
。
実
現
で
き
れ

ば
、
昨
年
以
上
の
盛
り
上
が
り
が
期
待
で

き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

２
回
目
は
こ
こ
ま
で
と
い
た
し
ま
す
。

早
春
は
出
会
い
と
別
れ
の
季
節
。
春
景
色

の
な
か
、
し
み
じ
み
と
良
い
お
酒
を
味
わ

っ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

弁
慶
も
愛
用

漢
字
で
は
「
薙
刀
」
と
表
記
さ
れ
る
こ

の
武
器
が
、
い
つ
誕
生
し
た
か
定
か
で
は

な
い
が
、
最
も
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
の
は

源
平
時
代
と
言
わ
れ
る
。
京
の
五
条
大
橋

で
武
蔵
坊
弁
慶
が
こ
れ
を
振
り
回
し
て
牛

若
丸
（
後
の
源
義
経
）
と
戦
っ
た
伝
説
は

有
名
で
あ
る
。

一
時
は
兵
の
主
要
武
器
だ
っ
た
が
、
応

仁
の
乱
の
こ
ろ
か
ら
戦
闘
ス
タ
イ
ル
が
足

軽
に
よ
る
集
団
戦
に
変
わ
る
と
、
振
り
回

す
形
の
こ
の
武
器
よ
り
有
利
と
槍
が
主
流

に
。
そ
の
後
、
戦
国
時
代
に
鉄
砲
が
伝
来

す
る
と
、
長
い
柄
の
武
器
そ
の
も
の
が
衰

退
、
次
第
に
な
ぎ
な
た
は
僧
兵
や
武
家
の

女
性
や
子
ど
も
な
ど
の
護
身
用
と
し
て
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ち
の
自
衛
の
た
め
修
武
館
設
立

江
戸
時
代
初
期
の
寛
文
元
年
（
１
６
６

１
）、幕
府
領
で
あ
っ
た
伊
丹
郷
町
の
大
部

分
が
、
五
摂
家
筆
頭
、
近
衞
家
の
領
地
に

切
り
替
わ
っ
た
。
近
衞
家
の
庇
護
も
得
て

酒
造
業
が
発
展
す
る
な
か
、
伊
丹
で
は
住

そ
う
し
ゅ
く
ろ
う

民
が
主
体
と
な
っ
た
「
惣
宿

老
制
」
と

い
う
名
の
自
治
が
行
わ
れ
た
。

惣
宿
老
は
伊
丹
の
酒
造
家
た
ち
が
交
代

ち
ょ
う
は

で
務
め
た
が
、小
西
家
七
代
の
朝
巴
か
ら

は
小
西
家
当
主
が
一
人
で
務
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
朝
巴
は
、
政
治
・
経
済
だ
け
で

な
く
、
ま
ち
の
治
安
も
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
天
明
６
年（
１
７
８
６
）、

近
衞
家
に
請
願
し
て
私
設
道
場
を
設
立
し

た
。
こ
れ
が
現
在
の
「
修
武
館
」
で
、
日

本
三
大
私
設
道
場
の
一
つ
で
あ
る
。

伊
丹
か
ら
近
代
な
ぎ
な
た
広
ま
る

明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
武
家
社
会
が
消

滅
し
た
が
、
修
武
館
で
は
武
道
を
失
っ
て

は
い
け
な
い
と
考
え
、
古
武
道
二
大
流
派

の
一
つ
で
あ
る
「
天
道
流
」
を
伝
承
し
て

き
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
武
道
禁
止

の
苦
難
の
時
代
を
経
て
、
昭
和
２８
年
（
１

９
５
３
）
に
武
道
が
復
活
す
る
と
、
修
武

館
と
縁
の
あ
る
人
々
が
な
ぎ
な
た
復
興
に

尽
力
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
３０
年（
１
９
５
５
）、
伊

丹
に
本
部
を
置
く
「
全
日
本
な
ぎ
な
た
連

盟
」
を
発
足
さ
せ
、
平
成
２
年
（
１
９
９

０
）
に
は
国
際
な
ぎ
な
た
連
盟
も
伊
丹
で

結
成
し
た
。
平
成
１８
年
（
２
０
０
６
）
３

月
に
第
１
回
全
国
高
等
学
校
な
ぎ
な
た
選

抜
大
会
、
同
年
１０
月
に
の
じ
ぎ
く
兵
庫
国

第５０回伊丹市中学校連合体育大会で２年生女子約２４０人がなぎなた演武
�昨年９月２６日、伊丹スポーツセンターで

３３月月２２１１・・２２２２日日にに第第１１００回回全全国国高高校校選選抜抜大大会会

全
国
高
等
学
校
な
ぎ
な
た
選
抜
大
会
が
３
月
２１
・
２２
両
日
、
伊
丹
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
る
。
近
代
な
ぎ
な
た
発
祥
の
地
・
伊
丹
で
開
催
さ
れ
始
め
て
今
回
は
記
念
す
べ

き
１０
回
目
を
迎
え
る
。
こ
の
機
会
に
伊
丹
と
な
ぎ
な
た
の
歴
史
を
ひ
も
解
い
て
み
た
。

ふ
る
さ
と
寄
附
に
協
力
を

今
年
の
全
国
高
等
学
校
な
ぎ
な
た
選
抜

大
会
に
は
全
国
４６
都
道
府
県
か
ら
約
３００
人

の
選
手
が
出
場
し
、
来
年
以
降
も
伊
丹
で

開
催
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
。
伊
丹

市
に
ふ
る
さ
と
寄
附
す
る
こ
と
で
、
こ
の

寄
附
金
が
次
回
以
降
の
大
会
運
営
費
を
は

じ
め
と
し
た
、
市
の
教
育
振
興
や
、
ま
ち

づ
く
り
な
ど
で
活
用
さ
れ
、
お
得
な
記
念

品
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
問
い
合
わ
せ

は
伊
丹
市
政
策
室
�
０７２
・
７８４
・
８
０
０
７

へ
。

受受けけ継継ぐぐ「「ななぎぎななたたのの歴歴史史」」

体
な
ぎ
な
た
競
技
会
を
伊
丹
で
開
催
し
、

な
ぎ
な
た
の
普
及
・
発
展
に
努
め
た
。

現
在
の
会
員
数
は
全
国
で
６
万
５
千
人

を
超
え
、
世
界
１０
数
カ
国
に
普
及
、
国
際

ス
ポ
ー
ツ
に
発
展
し
た
。
伊
丹
は
「
近
代

な
ぎ
な
た
発
祥
の
地
」
と
言
わ
れ
る
。

本
市
の
中
学
校
で
な
ぎ
な
た
必
修
化

平
成
２４
年
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に

よ
り
、中
学
校
で
武
道
が
必
修
化
さ
れ
た
。

全
国
的
に
は
柔
道
や
剣
道
を
選
ぶ
学
校
が

多
い
が
、
伊
丹
で
は
郷
土
の
武
道
で
あ
る

「
な
ぎ
な
た
」
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
た

め
、
全
国
で
初
め
て
市
内
全
て
の
中
学
校

で
な
ぎ
な
た
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
め

た
。平

成
２１
年
か
ら
３
年
間
、
モ
デ
ル
校
を

指
定
し
て
試
験
的
に
な
ぎ
な
た
授
業
を
実

施
し
、
市
教
委
も
独
自
に
作
成
し
た
指
導

用
テ
キ
ス
ト
を
学
校
に
配
布
す
る
な
ど
し

て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
。
そ
し
て
、
平
成
２４
年

か
ら
全
中
学
校
で
な
ぎ
な
た
授
業
を
年
間

８
時
間
か
ら
１０
時
間
実
施
し
て
い
る
。

県
国
体
チ
ー
ム
の
元
ヘ
ッ
ド
コ
ー
チ
で

市
嘱
託
職
員
の
針
本
佳
世
子
さ
ん
（
６８
）

が
各
校
を
回
り
、
体
育
教
師
と
連
携
し
競

技
力
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
針
本
さ

ん
は
「
授
業
で
は
、
な
ぎ
な
た
を
す
る
こ

と
で
不
思
議
と
生
徒
の
背
筋
が
ピ
ン
と
伸

び
、
普
段
以
上
に
集
中
力
が
増
し
て
い
っ

た
。
改
め
て
、
な
ぎ
な
た
の
持
つ
力
を
感

じ
た
。
い
き
い
き
と
な
ぎ
な
た
に
取
り
組

む
生
徒
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
嬉
し
か

っ
た
」
と
話
し
て
い
る
。

先
人
た
ち
が
守
り
伝
え
た
こ
の
「
な
ぎ

な
た
」
は
市
民
の
財
産
で
あ
り
誇
り
で
も

あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
伝
統
を
絶
や
す
こ
と

な
く
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

伊
丹
老
松
酒
造    

武
内
社
長　

伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊

長長長長長長長長長長
特
別
寄
稿

第

２

回

平成２７年（２０１５年）２月２８日（１）第２６号 伊 丹 公 論

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵



松
尾
芭
蕉
と
比
肩
さ
れ
る
、伊
丹
が
生
ん
だ
俳
諧
の
鬼
才
、

上
島
鬼
貫
を
全
国
的
に
知
ら
し
め
た
の
は
岡
田
利
兵
衞
氏
で

あ
る
。
そ
の
岡
田
氏
が
残
し
た
柿
衞
文
庫
は
日
本
三
大
俳
諧

文
庫
の
一
つ
と
称
さ
れ
、鬼
貫
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
。

酒
造
家
た
ち
が
余
暇
に
楽
し
ん
だ
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
伊

丹
風
俳
諧
」
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
鬼
貫
は
こ
れ
に
物
足
り

ず
「
誠
の
俳
諧
」
を
標
榜
し
た
。

伊
丹
は
清
酒
発
祥
の
地
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
旧
岡
田
家
住
宅
（
店
舗
・
酒
蔵
）

で
あ
る
�
写
真
。
町
屋
と
し
て
は
古
く
て
上
質
、
し
か
も
建

築
年
代
が
確
実
で
、国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

あ
の
頼
山
陽
が
伊
丹
の
酒
を
飲
み
、
そ
の
酔
い
冷
ま
し
に
食

べ
た
と
い
う
台
柿
の
子
孫
樹
は
柿
衞
文
庫
の
中
庭
に
あ
り
、

今
で
も
秋
に
は
実
を
た
わ
わ
に
実
ら
せ
る
。

旧
石
橋
家
住
宅
は
江
戸
時
代
後
期
の
建
築
で
あ
る
。
元
々

は
猪
名
野
神
社
近
く
の
宮
前
通
り
で
酒
造
業
や
金
物
な
ど
の

小
売
業
を
営
ん
で
い
た
。
文
化
の
郷
の
一
角
に
移
築
さ
れ
、

県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
市
立
工
芸
セ
ン
タ
ー
は
全
国
的
に
も
珍
し
い
公
立

の
工
芸
（
ク
ラ
フ
ト
）
振
興
施
設
で
あ
り
、
講
座
や
講
演
な

ど
多
彩
な
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
市
立
美
術
館
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
諷
刺
画
を
は
じ
め
多
く
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
収
蔵

さ
れ
て
お
り
、
定
期
的
に
展
示
・
公
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
施
設
に
は
、
市
内
は
も
と
よ
り
全
国
か
ら
多
く

の
見
学
者
が
訪
れ
る
、
ま
さ
に
伊
丹
の
文
化
の
郷
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
最
終
回
「
新
緑
の
緑
ヶ
丘
公
園
」
を
紹
介

さ
と

み
や
の
ま
え
文
化
の
郷

平
成
い
た
み
八
景
�

「
宝
塚
へ
飲
み
に
行
か
へ
ん
？
」

に
し
き
た

「
今
か
ら
や
と
塚
口
、
西
北
経
由
で
行
か

な
あ
か
ん
か
ら
、時
間
的
に
無
理
や
が
な
」

「
何
言
う
て
ん
の
。
阪
急
伊
丹
か
ら
宝
塚

行
き
に
乗
っ
た
ら
、
す
ぐ
や
ん
か
」

「
え
っ
�
」

世
が
世
な
ら
、
そ
ん
な
会
話
が
阪
急
伊

丹
駅
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。ま

ぼ
ろ
し
の
路
線
、
そ
れ
が
阪
急
伊
丹

線
の
延
長
路
線
だ
。
も
と
も
と
阪
急
伊
丹

駅
は
現
在
地
よ
り
約
２００
�
南
東
に
位
置
し

て
い
た
が
、
昭
和
４３
年
（
１
９
６
８
）
に

市
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
だ
っ
た
現
在
地
に
移

転
。
宝
塚
へ
の
延
伸
を
考
え
、
ホ
ー
ム
は

２
面
３
線
と
し
、
列
車
の
通
過
待
ち
が
出

来
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
計
画
が
動
か
な
い
ま
ま
平
成

７
年
（
１
９
９
５
）
の
阪
神
・
淡
路
大
震

災
で
駅
舎
が
倒
壊
。
再
建
さ
れ
た
駅
は
、

通
過
駅
風
の
造
り
に
は
な
ら
ず
、
つ
い
に

１
面
２
線
の
行
き
止
ま
り
の
駅
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

話
は
大
正
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
神
戸

線
開
通
に
備
え
て
箕
面
有
馬
電
気
軌
道

（
現
阪
急
電
鉄
）
は
、
路
線
敷
設
の
特
許

を
得
て
い
た
。
こ
れ
は
、
西
宮
駅
〜
神
戸

駅
間
の
灘
循
環
線
（
計
画
打

ち
切
り
）に
接
続
す
る
た
め
、

十
三
か
ら
神
崎
川
、
そ
し
て

神
崎
川
か
ら
は
伊
丹
の
南
端

を
通
り
門
戸
に
至
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

最
短
で
結
ぶ
た
め
に
伊
丹
を

通
ら
ず
当
時
の
国
鉄
に
沿
っ

て
直
進
す
る
計
画
に
変
更
し

た
。
そ
の
後
、
地
元
か
ら
の

熱
い
要
望
に
よ
り
線
路
は
少

し
北
へ
、
現
在
の
塚
口
経
由

と
な
り
、
伊
丹
線
が
作
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。ま

た
、
今
の
能
勢
電
鉄
が

阪
急
伊
丹
ま
で
延
伸
を
計
画

し
た
が
、
紆
余
曲
折
の
末
、
昭
和
３３
年（
１

９
５
８
）
に
正
式
に
中
止
に
な
っ
た
。
一

方
、
塚
口
か
ら
阪
神
尼
崎
駅
ま
で
阪
急
伊

丹
線
を
延
長
す
る
計
画
も
あ
っ
た
が
、
こ

れ
も
中
止
に
な
っ
て
い
る
。

伊
丹
交
通
史
�
〜
阪
急
電
鉄
編

�
次
は
伊
丹
、急
行
の
通
過
待
ち
を
い
た
し
ま
す
�
�

旧阪急伊丹駅。ホームは２面３線構造だった（阪急電鉄提供）

ビ
ジ
ネ
ス
で
も
使
え
る

こ
と
ば
蔵

宝
塚
発
阪
神
尼
崎
行
き
、
川
西
能
勢
口

発
阪
神
尼
崎
行
き
が
運
行
さ
れ
、
急
行
が

伊
丹
に
停
車
…
。
歴
史
に
�
も
し
�
は
な

い
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
３
路
線
が
開

通
し
て
い
れ
ば
、
伊
丹
の
交
通
利
便
性
は

今
よ
り
は
る
か
に
高
く
、
宝
塚
、
川
西
、

尼
崎
と
の
結
び
つ
き
も
、
よ
り
強
く
な
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。

（
細
尾
哲
也
）

４
月
は
入
社
シ
ー
ズ
ン
。
新
入
社
員
に

特
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
「
こ
と
ば
蔵
ビ

ジ
ネ
ス
活
用
法
」
を
紹
介
す
る
。

ア
フ
タ
ー
５
を
い
か
に
有
効
活
用
で
き

る
か
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
し
て
成
長
す

る
う
え
で
極
め
て
重
要
。
知
の
拠
点
、
こ

と
ば
蔵
は
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
・
阪
急
伊
丹
駅
か

ら
と
も
に
徒
歩
約
１２
分
の
便
利
な
位
置
に

あ
り
、
平
日
は
夜
８
時
ま
で
開
館
し
て
い

る
。
仕
事
帰
り
に
立
ち
寄
っ
て
、
ぜ
ひ
活

用
し
て
も
ら
い
た
い
。

４
階
に
あ
る
学
習
室
に
は
学
習
机
が
１３０

席
以
上
用
意
さ
れ
、予
約
不
要
で
使
用
可
。

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
仕
事
す
る
場
合
は
、

パ
ソ
コ
ン
専
用
机
で
電
源
を
使
用
す
る
こ

と
も
で
き
る
。

３
階
図
書
エ
リ
ア
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
書

が
そ
ろ
う
「
は
た
ら
く
コ
ー
ナ
ー
」
が
あ

る
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
は
社
会
人
と
し
て

の
心
構
え
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
業
界
情
報

な
ど
多
種
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
書
が
あ
り
、

自
分
の
仕
事
に
役
立
つ
１
冊
を
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

カ
ウ
ン
タ
ー
で
は
、
あ
な
た
が
求
め
る
本

を
探
す
お
手
伝
い
を
し
て
も
ら
え
、
情
報

交
流
ル
ー
ム
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
閲

覧
や
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
利
用
で
き

る
。
２
階
に
は
新
聞
・
雑
誌
コ
ー
ナ
ー
も

あ
る
。

５
月
１９
日
か
ら
１
週
間

「
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
」

１
階
の
交
流
フ
ロ
ア
に
５
月
１９
日
か
ら

２４
日
ま
で
、「
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
」

が
登
場
す
る
。「
こ
と
ば
蔵
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ィ

ー
ク
」
と
銘
打
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の

人
た
ち
が
集
ま
り
、ア
イ
デ
ア
や
ス
キ
ル
、

人
脈
な
ど
も
シ
ェ
ア
し
な
が
ら
お
互
い
を

高
め
合
お
う
と
い
う
企
画
だ
。

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
（C

ow
orking

）
は
ア

メ
リ
カ
西
海
岸
で
生
ま
れ
、
現
在
広
ま
り

つ
つ
あ
る
新
し
い
共
働
の
形
。
職
種
に
関

係
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
集
い
、
ビ
ジ
ネ

ス
書
も
そ
ろ
う
こ
と
ば
蔵
に
ぴ
っ
た
り

だ
。ま

た
、
期
間
中
に
は
、
カ
エ
ボ
ン
部
も

開
催
す
る
。
自
分
の
薦
め
る
ビ
ジ
ネ
ス
書

を
持
ち
寄
り
、
そ
の
紹
介
を
通
し
て
他
の

参
加
者
と
交
流
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
。

新
入
社
員
も
ベ
テ
ラ
ン
社
員
も
、
こ
と

ば
蔵
を
活
用
し
、「
で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス
マ

ン
」
を
目
指
し
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う

か
。

昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
軍
師

官
兵
衛
」
は
、
有
岡
城
主
、
荒
木
村
重

が
準
主
役
級
で
大
い
に
見
せ
場
を
作

り
、
伊
丹
市
民
は
た
っ
ぷ
り
と
楽
し
ん

だ
。
全
国
の
歴
史
フ
ァ
ン
を
伊
丹
に
ぐ

い
ぐ
い
引
き
寄
せ
た
。

今
年
の
大
河
は
「
花
燃
ゆ
」
だ
。
明

治
に
な
る
前
の
日
本
の
夜
明
け
を
、
長

州
藩
の
志
士
を
中
心
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

に
描
く
。
山
口
県
の
萩
は
そ
の
舞
台
。

実
は
伊
丹
は
、
そ
の
萩
と
果
実
で
歴

史
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ナ

ツ
ミ
カ
ン
（
夏
み
か
ん
）
で
あ
る
。
萩

に
は
ナ
ツ
ダ
イ
ダ
イ
（
夏
橙
）
が
黒
潮

に
乗
っ
て
山
陰
の
海
岸
に
流
れ
着
き
、

そ
の
種
子
か
ら
ナ
ツ
ダ
イ
ダ
イ
栽
培
が

盛
ん
で
萩
藩
の
台
所
を
潤
し
て
き
た
と

い
う
歴
史
が
あ
る
。
大
政
奉
還
か
ら
明

治
維
新
と
な
り
、
職
を
失
っ
た
士
族
な

ど
の
殖
産
振
興
策
と
し
て
更
に
奨
励
さ

れ
た
。
城
下
町
は
今
も
ナ
ツ
ダ
イ
ダ
イ

が
揺
れ
て
い
る
。

明
治
の
初
め
ご
ろ
、
そ
の
旧
士
族
、

田
村
新
五
郎
ら
が
伊
丹
の
園
芸
ど
こ
ろ

東
野
へ
来
て
接
ぎ
木
の
技
術
を
学
び
、

ミ
カ
ン
の
穂
木
を
持
ち
帰
り
更
に
磨
き

を
か
け
た
。
そ
の
支
払
い
は
お
金
で
は

な
く
武
士
の
魂
と
云
わ
れ
る
刀
だ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
刀
が
蔵
に
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
子
ど
も
は
チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ

で
走
り
回
り
、
青
年
団
は
村
芝
居
で
振

り
回
し
た
。
そ
ん
な
話
が
今
も
語
り
草

に
な
っ
て
地
区
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
ろ
、
伊
丹
の
園
芸
は
ミ
カ
ン

だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
モ
モ
、
ウ
メ
、

ナ
シ
、
リ
ン
ゴ
、
ブ
ド
ウ
の
苗
木
は
、

国
内
だ
け
で
な
く
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ア

に
も
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

東
野
一
帯
の
苗
木
は
早
く
か
ら
世
界

へ
目
を
向
け
、先
進
技
術
を
取
り
入
れ
、

そ
の
粋
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で

パ

ナ

マ

あ
る
。
巴
奈
馬
・
太
平
洋
万
国
博
覧
会

（
１
９
１
４
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）

で
は
銀
賞
に
輝
い
て
い
る
。

伝
え
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る

が
、
江
戸
時
代
に
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門

が
嵐
の
太
平
洋
を
乗
り
越
え
、
江
戸
で

も
う

ミ
カ
ン
を
売
り
大
儲
け
を
し
た
と
さ

れ
る
。
俗
謡
に
あ
る
「
沖
の
暗
い
の
に

白
帆
が
見
え
る
。
あ
れ
は
紀
伊
国
屋
ミ

カ
ン
船
」
と
唄
わ
れ
た
紀
伊
国
屋
の
ミ

カ
ン
は
、
摂
津
苗
す
な
わ
ち
東
野
の
ミ

カ
ン
苗
か
ら
結
実
せ
し
め
た
も
の
で
あ

る
。（
兵
庫
県
「
川
辺
郡
園
芸
組
合
報
」

１
９
３
７
）
と
い
う
。

な

じ

萩
・
山
口
は
伊
丹
に
馴
染
み
深
い
日

の

ぎ
ま
れ
す
け

露
戦
争
の
武
人
、乃
木
希
典
輩
出
の
地

で
も
あ
り
、
今
年
の
大
河
は
別
の
意
味

で
応
援
し
た
い
。

（
郷
土
史
研
究
家

森
本
啓
一
）

郷
土
史
こ
ぼ
れ
話
�萩

の
ナ
ツ
ミ
カ
ン

ビジネスマンにも知ってもらいたい自分を励
ます簡単英語ベスト５。私の人生で、実際に助
けてもらった短文英語です。効果絶大。
�Success is in your hand.
成功なんてどこにもない。あるのは自分の手
の中だ。
�Don't lose sight of your future.
自分の未来から目をそらしてはダメ。
�Now is the time to do your best.
今こそ、がんばれ。
�Think positively and step forward.
前向き思考で１歩前進。
�Don't give up, never give up.
今が大事、今後も大事。

（�昌央）

英語註釈日和
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今
号
も
前
号
に
引
き
続
き
、
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
を
と
り
あ
げ
る
。

伊
丹
の
空
の
玄
関
口
・
伊
丹
空
港
に

隣
接
す
る
「
こ
ど
も
文
化
科
学
館
」（
桑

津
３
）。平
成
２５
年
３
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
し
た
同
館
の
目
玉
は
メ
ガ

ス
タ
ー
と
い
う
最
新
鋭
の
プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
（
投
影
機
）
で
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

後
は
来
館
者
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
者

も
増
え
て
い
る
。
お
土
産
は
も
ち
ろ
ん

宇
宙
関
連
グ
ッ
ズ
、
そ
し
て
同
館
イ
メ

ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ひ
ょ
ん
た
ん
」

に
ち
な
ん
だ
も
の
が
多
い
。
星
座

早
見
、
２０
種
類
も
あ
る
同
館
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
缶
バ
ッ
ジ
な
ど
多
彩

だ
。
星
座
う
ち
わ
、「
地
球
」
や

「
月
」
を
作
れ
る
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ

フ
ト
は
１
階
の
工
作
ス
ペ
ー
ス
で

作
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
年
に
一

回
の
火
星
接
近
時
に
は
火
星
ペ
ー

パ
ー
ク
ラ
フ
ト
も
供
さ
れ
る
。

丸
川
章
・
学
芸
員
の
一
推
し
は

「
マ
イ
☆
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
工
作

キ
ッ
ト
」（
５００
円
）�
写
真
。
開
館

２０
周
年
事
業
と
し
て
科
学
館
サ
ポ

ー
タ
ー
が
「
７０
分
間
で
工
作
完
了
」「
１

セ
ッ
ト
５００
円
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
試
作

に
試
作
を
重
ね
て
完
成
さ
せ
た
力
作

で
、
シ
ン
プ
ル
な
構
成
な
が
ら
見
栄
え

は
本
格
的
だ
。

実
際
に
作
っ
て
み
た
人
に
聞
い
て
み

た
と
こ
ろ
、「
作
り
方
の
冊
子
を
見
た
と

き
、
難
し
い
か
も
と
思
っ
た
が
、
作
り

方
が
と
て
も
丁
寧
に
書
い
て
あ
る
の

で
、
小
学
１
年
生
と
４
歳
で
も
手
伝
え

る
箇
所
が
多
く
あ
り
、
母
子
と
も
に
楽

し
め
た
。
穴
を
開
け
る
過
程
が
結
構
楽

し
く
、
４
歳
で
も
け
が
す
る
こ
と
な
く

取
り
組
め
、
実
際
に
光
る
と
さ
ら
に
テ

ン
シ
ョ
ン
が
上
が
っ
た
。
今
ま
で
星
座

に
は
あ
ま
り
興
味
が
な
か
っ
た
が
、
寝

る
前
の
楽
し
み
が
少
し
増
え
た
」
と
の

こ
と
だ
。

か
つ
て
、
メ
ガ
ス
タ
ー
の
開
発
者
で

あ
る
大
平
貴
之
さ
ん
が
自
宅
の
部
屋
で

夢
見
て
、
そ
し
て
作
り
上
げ
た
星
空
と

同
じ
体
験
を
是
非
と
も
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。

（
齋
藤
芳
弘
）

お
家
に
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
出
現

こ
ど
も
文
化
科
学
館
の
工
作
キ
ッ
ト

郷
土
土
産
品
紹
介

伊
丹
の
ま
ち
づ
く
り
の
草
分
け

的
存
在
で
あ
り
、
伊
丹
商
店
連
合

会
会
長
で
も
あ
る
。
生
家
は
こ
と

ば
蔵
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
そ
う

だ
。曽

祖
父
の
代
か
ら
宮
前
商
店
街

で
荒
木
商
店
と
い
う
よ
ろ
ず
屋
を

営
ん
で
い
た
。そ
の
後
、昭
和
２８
年

に
今
の
三
軒
寺
前
広
場
に
面
し
た

土
地
に
移
り
住
ん
だ
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
、
４０
代
を
過

ぎ
た
こ
ろ
、
行
政
に
頼
ら
ず
民
の

力
で
ま
ち
を
動
か
し
た
い
と
「
伊

丹
ま
ち
づ
く
り
会
議
」
を
発
足
さ

せ
た
。
様
々
な
立
場
の
人
た
ち
と

活
動
す
る
う
ち
に
、
拠
点
と
な
る

場
が
必
要
だ
と
感
じ
、
喫

茶
店
を
開
業
し
た
。
今
で

は
伊
丹
の
情
報
発
信
基
地

的
な
場
に
な
っ
て
い
る
。

氏
は
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
と
阪

急
伊
丹
駅
、
伊
丹
シ
テ
ィ

ホ
テ
ル
と
猪
名
野
神
社
の

東
西
南
北
の
四
極
二
軸
が

ク
ロ
ス
す
る
そ
の
場
所
か
ら
、
ま
ち
の
動
き

を
見
続
け
て
き
た
。

「
モ
ノ
を
置
い
た
ら
売
れ
る
時
代
は
終
わ

っ
た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
、
バ
ブ
ル
崩
壊
、

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
の
不
況
を
経
て
、

何
か
付
加
価
値
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
、
モ

ノ
は
売
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
、
必

要
な
の
は
、ま
ち
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
高
め
、

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
を
醸
成
す
る
こ
と
だ
」

と
、
伊
丹
ま
ち
な
か
バ
ル
を
は
じ
め
様
々
な

事
業
に
奔
走
す
る
。

そ
の
結
果
、
店
同
士
の
横
の
つ
な
が
り
が

で
き
、
若
い
世
代
か
ら
伊
丹
郷
町
屋
台
村
な

ど
の
ア
イ
デ
ア
が
出
て
き
た
。点
か
ら
線
へ
、

線
か
ら
面
へ
と
拡
が
る
こ
と
で
伊
丹
の
ま
ち

に
に
ぎ
わ
い
が
生
ま
れ
て
き
た
。

「
こ
こ
数
年
、
若
い
商
売
人
が
自
店
だ
け

で
な
く
、
ま
ち
の
こ
と
を
自
分
の
こ
と
と
し

て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
町
の
人
た

ち
も
そ
れ
を
温
か
く
見
守
り
、
サ
ポ
ー
ト
し

て
く
れ
て
い
る
。
若
い
世
代
が
ど
ん
ど
ん
育

っ
て
き
て
い
る
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
伊
丹
は
面

白
く
な
る
」
と
、
目
を
輝
か
せ
る
。

奇
し
く
も
今
年
、
伊
丹
商
店
連
合
会
は
創

立
６０
周
年
、
そ
し
て
荒
木
氏
も
同
じ
６０
歳
。

生
ま
れ
た
年
と
同
じ
干
支
に
還
る
こ
と
か
ら

還
暦
と
呼
ば
れ
、
新
た
な
人
生
が
始
ま
る
と

昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
変
わ
っ
た

商
店
連
合
会
と
荒
木
氏
の
更
な
る
飛
躍
を
伊

丹
市
民
と
し
て
大
い
に
期
待
し
、
楽
し
み
に

し
て
い
る
。

（
村
上
有
紀
子
）

現

代

人

物

写真協力�西田写真館

いま、
伊丹がおおももししろろいい

さ
ん

荒
木
宏
之

ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
カ
フ
ェ
店
主
・

伊
丹
商
店
連
合
会
会
長

昭
和
４１
年
（
１
９
６
６
）
の
創
業
以
来

「
清
潔
で
気
持
ち
よ
く
、
安
心
し
て
使
え

る
ロ
ッ
カ
ー
の
提
供
」
を
理
念
と
し
て
コ

イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
の
管
理
業
務
を
行
う
。

で
ん

現
在
の
代
表
取
締
役
は
三
代
目
の
田

恭
子
さ
ん
。
会
社
名
「
丸
十
」
の
由
来
が

ユ
ニ
ー
ク
だ
。
田
家
の
家
紋
に
由
来
し
て

ま
る

じ
ゅ
う

お
り
「
丸
」
に
「
十
」
と
呼
称
さ
れ
る
と

ま
る
じ
ゅ
う

こ
ろ
か
ら
「
丸
十
ロ
ッ
カ
ー
」
と
創
業
者

す
え
は
る

の
田
季
晴
氏
が
命
名
し
た
。

日
本
で
始
め
て
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
が
設

置
さ
れ
た
の
は
昭
和
３９
年
の
こ
と
。当
時
、

東
京
の
会
社
が
ア
メ
リ
カ
の
企
業
と
技
術

提
携
の
う
え
製
作
、
国
鉄
（
現
Ｊ
Ｒ
）
新

宿
駅
に
設
置
し
た
。

丸
十
ロ
ッ
カ
ー
で
は
昭
和
４１
年
７
月
に

本
市
の
緑
ケ
丘
プ
ー
ル
に
最
初
の
コ
イ
ン

ロ
ッ
カ
ー
を
設
置
。
そ
の
後
昭
和
４５
年
の

大
阪
万
国
博
覧
会
で
広
く
認
知
さ
れ
、
順

次
エ
リ
ア
を
広
げ
て
現
在
は
近
畿
圏
の
各

鉄
道
駅
、
空
港
、
百
貨
店
な
ど
数
多
く
の

場
所
に
ロ
ッ
カ
ー
を
設
置
し
て
い
る
。
こ

と
ば
蔵
も
設
置
場
所
の
一
つ
だ
�
写
真
。

た
だ
と
し

常
務
取
締
役
、
野
村
忠
利
さ
ん
（
６１
）

は
「
当
社
の
ロ
ッ
カ
ー
を
利
用
し
て
、
手

ぶ
ら
で
快
適
に
買
い
物
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
近
年
、
近

畿
圏
に
は
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
た
く
さ

ん
来
ら
れ
る
の
で
、
外
国
の
方
に
も
安
心

し
て
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
ロ
ッ
カ
ー

を
き
れ
い
に
保
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
ロ

ッ
カ
ー
の
案
内
や
表
示
な
ど
に
も
力
を
入

れ
て
い
き
た
い
」
と
話
す
。

来
年
７
月
に
は
創
業
５０
年
。
こ
れ
か
ら

も
近
畿
一
円
で
人
々
の
手
荷
物
を
守
り
続

け
る
。

丸十ロッカー株式会社
〒６６４―０８５８ 伊丹市西台４―１―２６

�０７２―７７２―２６５４

２
月
１
日
に
加
古
川
市
の
県
立
加
古
川

河
川
敷
マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
た

第
６９
回
兵
庫
県
郡
市
区
対
抗
駅
伝
大
会
男

子
の
部
で
、
伊
丹
市
が
堂
々
の
２
連
覇
を

成
し
遂
げ
た
。

伊
丹
市
は
昨
年
の
第
６８
回
大
会
で
悲
願

の
初
優
勝
を
果
た
し
、
連
覇
に
向
け
た
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
は
並
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
１
区
の
伊
藤
和
麻
選
手

（
２６
）
が
他
チ
ー
ム
の
追
走
を
許
さ
な
い

圧
倒
的
な
走
り
で
ト
ッ
プ
に
立
つ
と
、
そ

の
後
も
全
７
区
で
一
度
も
首
位
を
譲
ら

ず
、
前
年
の
大
会
新
記
録
を
５６
秒
縮
め
る

２
時
間
７
分
４４
秒
の
タ
イ
ム
で
完
勝
。
伊

藤
選
手
と
５
区
の
那
須
大
地
選
手
（
２５
）

が
区
間
賞
を
獲
得
し
、
ラ
ス
ト
の
７
区
で

は
藤
村
行
央
選
手
（
２７
）
が
姫
路
市
ア
ン

カ
ー
の
猛
追
を
か
わ
し
て
ゴ
ー
ル
テ
ー
プ

を
切
り
伊
丹
市
に
再
び
駅
伝
王
国
・
兵
庫

の
頂
点
に
立
つ
栄
冠
を
も
た
ら
し
た
。

現
在
の
男
子
チ
ー
ム
は
元
日
の
ニ
ュ
ー

イ
ヤ
ー
駅
伝
に
も
出
場
し
た
住
友
電
工
所

属
の
社
会
人
選
手
が
中
心
。
監
督
の
橋
本

忠
幸
さ
ん
（
４７
）
は
「
け
が
や
体
調
不
良

の
選
手
が
お
り
心
配
し
て
い
た
が
、
中
学

生
が
期
待
以
上
に
活
躍
し
て
く
れ
た
。
現

在
は
実
業
団
中
心
の
メ
ン
バ
ー
だ
が
、
来

年
は
高
校
生
や
大
学
生
を
育
成
し
、
３
連

覇
を
成
し
遂
げ
た
い
」
と
、
さ
ら
な
る
高

み
を
目
指
す
決
意
を
表
明
し
た
。

な
お
、
同
日
に
全
５
区
間
で
開
催
さ
れ

た
女
子
の
部
（
第
２８
回
大
会
）
は
開
催
地

の
加
古
川
市
が
優
勝
。
伊
丹
市
の
タ
イ
ム

は
１
時
間
２６
分
５６
秒
で
、
４
部
の
全
１５
チ

ー
ム
中
９
位
だ
っ
た
。

伊
丹
市
の
出
場
全
選
手
の
タ
イ
ム
は
次

の
通
り
（
敬
称
略
）。

【
男
子
】
１
区
・
伊
藤
和
麻
�
２９
分
１７
秒

（
区
間
賞
）
／
２
区
・
久
門
大
輔
�
１８
分

１
秒
／
３
区
・
天
野
克
俊
�
９
分
４５
秒
／

４
区
・
熊
谷
拓
馬
�
２４
分
５０
秒
／
５
区
・

那
須
大
地
�
１７
分
５３
秒
（
区
間
賞
）
／
６

区
・
中
田
光
祐
�
１０
分
１３
秒
／
７
区
・
藤

村
行
央
�
１７
分
４５
秒

【
女
子
】
１
区
・
池
下
実
由
菜
�
２４
分
３

秒
／
２
区
・
児
玉
弥
生
�
１８
分
２４
秒
／
３

区
・
井
田
ま
り
子
�
１１
分
５０
秒
／
４
区
・

小
嶋
菫
�
１１
分
５９
秒
／
５
区
・
上
山
夏
果

�
２０
分
４０
秒

（
橋
岡
昌
幸
）

県郡市区対抗駅伝男子の部

伊伊
丹丹
市市
がが
堂堂
々々
２２
連連
覇覇

ガッツポーズでゴールテープを切る藤村行央選手

平成２７年（２０１５年）２月２８日（３）第２６号 伊 丹 公 論

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵



▼
や
っ
ぱ
り
俺
は
〜

先
日
、
菊
正
宗
酒
造
�
の
嘉
納
社
長
と

さ
し
で
お
会
い
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
非

常
に
優
雅
な
雰
囲
気
が
漂
う
方
で
、
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
を
受
け
た

「
和
食
」
の
普
及
研
究
会
代
表
幹
事
で
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
。後
半
は
酒
だ
け
で
な
く
、

ま
ち
づ
く
り
や
食
の
話
題
で
盛
り
上
が
っ

た
。
い
つ
か
、
連
携
で
き
れ
ば
。

菊
正
宗
と
言
え
ば
、「
初
め
て
の
ま
ち
で

〜
い
つ
も
の
酒
〜
」
と
い
う
Ｃ
Ｍ
を
想
い

出
す
。
亡
く
な
っ
た
父
は
菊
正
飲
ん
で
た

な
…
。
私
は
白
雪
・
老
松
・
大
手
柄
の
次

に
好
き
な
酒
（
笑
）。

ち
ょ
っ
と
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
話
を
す
る

き
も
と

と
、
菊
正
宗
は
「
生
�
」
造
り
の
酒
が
飲

し
ゅ
ぼ

め
る
。
生
�
と
は
酒
造
り
の
段
階
で
酒
母

を
作
る
際
に
必
要
な
乳
酸
を
市
販
の
も
の

で
な
く
、
自
然
の
生
き
た
乳
酸
菌
を
使
う

の
で
、
手
間
と
時
間
が
か
か
る
。
菊
正
の

生
�
は
雑
味
が
少
な
く
、
味
に
ふ
く
ら
み

が
あ
る
。
正
月
は
親
父
を
偲
ん
で
菊
正
宗

で
一
献
。

林やよい…伊丹市在住。
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。

伊

丹

歌歌

壇

坪
内
稔
典
選

優
秀
賞

は
さ

し
お
り

古
本
に
挟
ま
る
栞
（
お
父
さ
ん
、）
あ
な
た
も
こ
こ
が
好
き
だ
っ
た
ん
だ

真
篠

未
成

（
東
京
都
小
平
市
）

父
の
読
ん
で
い
た
本
で
父
に
出
会
う
。
こ
れ
っ
て
、
う
ら
や
ま
し
い
よ
う

な
体
験
だ
。
括
弧
の
中
の
「
お
父
さ
ん
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
父
へ
の
呼
び

か
け
。

あ
な
た
か
ら
借
り
た
カ
フ
カ
を
返
す
た
め
ピ
ン
ク
の
リ

ッ
プ
丁
寧
に
塗
る

岡
部

美
穂
（
東
京
都
八
王
子
市
）

本
好
き
の
子
と
い
う
だ
け
で
褒
め
る
と
は
何
も
分
か
っ

て
な
い
ね
、
先
生

遠
藤

け
い
こ
（
埼
玉
県
狭
山
市
）

亡
く
な
っ
た
祖
父
と
語
ら
う
午
後
の
と
き
祖
父
が
遺
し

た
本
棚
の
前

五
十
嵐

え
み
（
大
阪
府
枚
方
市
）

漱
石
と
大
吟
醸
が
在
れ
ば
良
し
八
十
路
の
吾
れ
の
最
良

の
友

瀬
川

忠
泰
（
伊
丹
市
）

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�宮

内
庁
の
新
春
恒
例
行
事
「
歌

会
始
の
儀
（
お
題
「
本
」）」
に
ち

な
み
、
皇
居
に
負
け
な
い
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
「
こ
と
ば
蔵
の
歌
会
始
」

を
１
月
１８
日
に
開
催
し
た
。
応
募

が
あ
っ
た
５２
首
か
ら
来
館
者
の
投

票
で
１０
首
が
選
ば
れ
、
歌
会
始
で

発
表
。歌
会
を
し
た
後
、参
加
者
の

投
票
で
こ
の
作
品
が
選
ば
れ
た
。

次
回
は
、
い
つ
も
の
「
伊
丹
俳

壇
」
に
戻
り
、
題
「
歩
」
の
俳
句

を
募
集
す
る
。
応
募
の
締
切
は
平

成
２７
年
４
月
１５
日（
必
着
）。
最
優

秀
賞
に
は
図
書
券
２
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
。

�
七
杯
目
�

阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
２０
年
。
こ
の

震
災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
商
店
主
ら

の
ユ
ニ
ー
ク
な
、
商
店
街
活
性
化
の
取
り

組
み
を
紹
介
す
る
。

震
災
は
平
成
７
年
１
月
１７
日
午
前
５
時

４６
分
に
起
き
た
。
伊
丹
市
で
は
、
死
者
２３

人
、
負
傷
者
２
７
１
６
人
、
被
害
家
屋
２

万
８
７
４
５
棟
（
５
万
２
８
３
８
世
帯
）

と
い
う
未
曾
有
の
被
害
を
受
け
た
。

本
市
の
交
通
の
要
・
阪
急
伊
丹
駅
が
倒

壊
。
３
月
１１
日
に
仮
駅
が
で
き
る
ま
で
の

約
２
カ
月
間
、
運
行
が
止
ま
っ
た
。
そ
の

後
、
Ｊ
Ｒ
東
西
線
開
業（
平
成
９
年
）、
Ｊ

Ｒ
伊
丹
駅
前
で
の
大
型
商
業
施
設
開
業

（
平
成
１４
年
）
な
ど
も
重
な
り
、
利
用
客

の
相
当
数
が
Ｊ
Ｒ
に
流
れ
た
。

こ
の
地
殻
変
動
が
、
商
業
の
中
心
地
だ

っ
た
阪
急
伊
丹
駅
周
辺
の
商
店
街
を
直

撃
。
撤
退
・
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
店

舗
も
相
次
い
だ
。

し
か
し
、
商
店
主
た
ち
は
く
じ
け
て
は

い
な
い
。
伊
丹
西
台
商
店
会
と
リ
ー
タ
商

店
会
は
、
大
手
広
告
代
理
店
に
熱
烈
に
働

き
か
け
、「
伊
丹
西
台
ポ
ス
タ
ー
展
」
を
昨

年
１１
月
に
実
現
さ
せ
た
。
ク
リ
エ
ー
タ
ー

が
各
店
舗
の
お
も
し
ろ
ポ
ス
タ
ー
を
制

作
、
集
客
と
店
舗
の
魅
力
ア
ピ
ー
ル
を
図

り
、
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
の
が
狙
い
。

ア
イ
デ
ア
と
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
約
１５０
枚

の
ポ
ス
タ
ー
が
４
カ
月
間
展
示
さ
れ
、
市

内
外
か
ら
多
く
の
人
が
西
台
を
訪
れ
た
。

１
月
１７
日
に
は
「
西
台
復
活
祭
」
を
開

催
し
、
黙
祷
が
行
わ
れ
た
。

阪
急
伊
丹
駅
ビ
ル
リ
ー
タ
１
階
に
店
舗

を
構
え
る
、
下
着
と
カ
バ
ン
「
マ
ツ
ヤ
」

み
な
か
た
た
だ
し

店
長
の
南
方
忠
司
さ
ん
（
３７
）
は
「
震
災

直
後
、
店
に
駆
け
つ
け
、
帰
宅
し
た
父
の

『
あ
か
ん
』
と
い
う
一
言
が
今
で
も
忘
れ

ら
れ
な
い
。
震
災
後
、
青
空
市
を
開
く
な

ど
復
興
を
目
指
し
努
力
し
て
き
た
。
そ
し

て
、
こ
の
西
台
ポ
ス
タ
ー
展
が
き
っ
か
け

で
、
初
め
て
来
店
し
た
お
客
さ
ん
が
増
え

た
だ
け
で
な
く
、
商
店
主
同
士
が
つ
な
が

り
、
西
台
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
」
と
話

し
て
い
る
。

こ
と
ば
蔵
の
歌
会
始

選

清
酒
発
祥
の
地
・
鴻
池
を
Ｐ
Ｒ
し
よ
う
と
、
鴻
池
商
工
会
が
マ
ス
コ
ッ

ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
制
作
、
そ
の
愛
称
を
「
た
る
ま
る
」
と
す
る
こ
と
が

２
月
８
日
の
「
第
１８
回
白
雪
蔵
ま
つ
り
」
で
発
表
さ
れ
た
。

鴻
池
は
戦
国
武
将
、
山
中
鹿
介
の
子
、
新
右
衛
門
が
清
酒
づ
く
り
に
初

め
て
成
功
し
、
全
国
に
広
め
た
地
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
鴻
池
の
２７
の
商

店
等
で
構
成
す
る
鴻
池
商
工
会
は
、
平
成
２５
年
１０
月
に
伊
丹
市
が
「
清
酒

乾
杯
条
例
」を
施
行
し
た
の
を
機
に
、
市
内
外
に
鴻
池
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
、

手
作
り
で
マ
ス
コ
ッ
ト
を
制
作
し
た
。

た
る
ま
る
は
体
形
を
樽
型
に
す
る
こ
と
で
清
酒
の
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
、

ね
じ
り
鉢
巻
を
付
け
る
こ
と
で
祭
り
の
に
ぎ
や
か
さ
を
演
出
し
た
デ
ザ
イ

ン
。
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
１
２
９
９
件
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
寺
西
陽

菜
子
さ
ん
（
小
学
５
年
）
�
伊
丹
市
鴻
池
�
ら
１０
人
に
よ
る
「
た
る
ま
る
」

が
選
ば
れ
た
。
鴻
池
商
工
会
会
長
の
坂
本
泰
男
さ
ん
（
７６
）
は
「
若
い
人

た
ち
の
中
に
は
、
鴻
池
が
清
酒
発
祥
の
地
だ
と
知
ら
な
い
人
も
多
い
。
地

元
の
お
祭
り
な
ど
で
た
る
ま
る
を
活
用
し
、
多
く
の
人
に
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。

「たるまる」誕生

（
と
き
わ
喜
多
）

おもしろポスターと南方さん

古
書
店
の
隅
に
見
つ
け
し
君
の
背
に
触
れ
る
指
先
初
恋
に
似
て

善
生

由
華

（
東
京
都
世
田
谷
区
）

優
秀
賞
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�
�
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�
�
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清酒発祥の地・鴻池ＰＲへ

伊
丹
今
昔
物
語

西
台
の
商
店
主
ら
復
活
宣
言

う
ん
ち
く

▼
薀
蓄
の
続
き

昨
年
末
に
学
生
時
代
の
連
れ
と
恒
例
の

忘
年
会
。
そ
の
中
で
先
述
し
た
生
�
造
り

の
話
に
な
り
、
地
酒
酌
み
交
わ
し
大
会
と

化
し
た
。す
べ
て
冷
や
で
い
た
だ
い
た
が
、

燗
か
冷
や
の
議
論
に
な
っ
た
。
一
般
に
安

酒
を
飲
む
時
は
燗
と
い
う
印
象
が
あ
る

が
、拙
者
は
絶
対
冷
や
。燗
を
す
る
と
隠
れ

て
い
る
雑
味
が
出
る
の
で
、
安
酒
ほ
ど
冷

や
で
飲
む
。

▼
今
年
の
抱
負

今
ま
で
も
日
本
酒
を
飲
ん
で
き
た
が
、

今
年
か
ら
は
特
に
こ
だ
わ
り
た
い
。い
や
、

日
本
酒
だ
け
で
な
く

「
和
」
に
こ
だ
わ
り
た

い
。

震
災
２０
年

白雪蔵まつりに現われた「たるまる」

伊 丹 公 論 （４）第２６号

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵

平成２７年（２０１５年）２月２８日


