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官
兵
衛
は
政
職
の
重
臣
で
あ
る
。
嫡
子
、
松

寿
丸（
後
の
長
政
）
を
信
長
の
も
と
に
人
質
と

し
て
差
し
出
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
主
君
の
政

職
が
信
長
を
裏
切
れ
ば
、
我
が
子
を
危
険
に
さ

ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
政
職
に
は
信
長
方
に
つ
い

て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
政
職
の
態
度
は

村
重
が
再
び
信
長
に
属
す
の
で
あ
れ
ば
、
思
い

留
ま
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

事
情
が
あ
っ
て
、
官
兵
衛
は
有
岡
城
へ
向
か
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
待
って
い
た
の
が
幽
閉
で
あ
っ

た
。官

兵
衛
が
救
出
さ
れ
た
の
は
、
有
岡
城
が
信

長
の
手
に
落
ち
た
翌
年
の
11
月
、
実
に一年
余
り

を
幽
閉
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
が
ド

ラ
マ
で
ど
う
描
か
れ
る
の
か
、
伊
丹
市
民
に
と
っ

て
関
心
事
で
あ
ろ
う
。
ド
ラ
マ
の
主
人
公
、
官
兵

衛
を
牢
に
つ
な
い
だ
悪
人
と
描
く
か
、
解
き
放

て
ば
信
長
方
と
し
て
敵
対
す
る
こ
と
に
な
る
官

兵
衛
を
殺
さ
ず
生
か
し
た
こ
と
を
人
間
的
に
描

く
の
か
、
歴
史
の
見
方
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
軍
師
官
兵
衛
」
の
放
送
が
１
月
５
日
、
ス
タ
ー
ト
し
た
。
伊
丹
は
官
兵
衛
が
幽
閉
さ
れ
た
地
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
今
後
放
送
さ
れ
る
そ
の
シ
ー
ン
が
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
、
ま
た
有
岡
城
主
、
荒
木
村
重
役
の
田
中

哲
司
、
絶
世
の
美
女
だ
っ
た
と
い
う
妻
、
だ
し
役
の
桐
谷
美
玲
が
ど
の
よ
う
な
演
技
を
見
せ
る
の
か
、
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

本
市
で
は
、「
い
た
み
官
兵
衛
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
昨
年
か
ら
官
民
挙
げ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
、市
外
の
若
い
歴
女
や
老
歴
史
フ
ァ

ン
が
有
岡
城
跡
な
ど
を

　
訪
れ
る
ケ
ー
ス
が
徐
々
に
増
え
て
き
た
。
市
内
に
は
名
所
旧
跡
だ
け
で
な
く
、
お
い
し
い
料
理
や

酒
を
楽
し
め
る
店
も
多
い
。「
お
も
て
な
し
」
の
心
で
迎
え
た
い
。（
２
面
・
３
面
に
関
連
記
事
）

伊
丹
は
官
兵
衛
幽
閉
の
地

黒
田
官
兵
衛（
１
５
４
６
〜

１
６
０
４
）は
播
磨
国
姫
路
城
主
の

嫡
男
と
し
て
生
ま
れ
、
22
歳
で
家
督

を
継
い
だ
あ
と
、
羽
柴
秀
吉
に
仕

え
、
戦
の
指
南
や
他
大
名
と
の
交
渉

な
ど
に
手
腕
を
発
揮
、「
天
才
軍
師
」

と
う
た
わ
れ
た
。「
酒
は
呑
め
呑
め
　

呑
む
な
ら
ば
…
」の
黒
田
節
で
有
名

な
九
州
・
福
岡
藩（
黒
田
藩
）の
祖
。

本
名
は
孝よ

し

高た
か

、
出
家
後
は「
如じ

ょ

水す
い

」

と
名
乗
っ
た
。

官
兵
衛
に
と
っ
て
伊
丹
は
、
人
生

最
大
の
試
練
の
地
で
あ
っ
た
。
以
下

は
、
伊
丹
市
教
委
・
小
長
谷
正
治
副

参
事
に
よ
る
解
説
。

　
＊

　
＊

天
正
６
年（
１
５
７
８
）
10
月
、
そ

れ
ま
で
信
長
の
家
臣
と
し
て
三
木
城

攻
め
な
ど
に
加
わ
っ
て
い
た
荒
木
村
重

が
突
如
、
毛
利
氏
、
本
願
寺
と
手
を

組
み
、
信
長
に
叛
く
態
度
を
明
ら
か

に
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
播
州
・
御ご

着
ち
ゃ
く

城
主
、
小
寺
政ま

さ

職も
と

に
も
村
重
か
ら
毛

利
へ
味
方
す
る
よ
う
誘
い
が
あ
り
、
政

職
の
心
は
毛
利
へ
と
動
い
て
い
く
。

ＮＨＫ大河スタート官
兵
衛
ド
ラ
マ
で
伊
丹
沸
く

さ
て
、
ド
ラ
マ
の
配
役
が
決
ま
っ
た
。
村
重
役

は
田
中
哲
司
、
村
重
の
妻
だ
し
役
は
桐
谷
美
玲

と
い
う
。
芸
能
界
に
疎
い
小
生
に
は
ど
れ
ほ
ど
の

役
者
か
見
当
が
つ
か
な
い
が
、
主
人
公
が
一
年

余
り
幽
閉
さ
れ
た
有
岡
城
の
シ
ー
ン
が
１
話
で

終
わ
る
と
は
思
え
な
い
し
、
有
岡
城
で
の
登
場

人
物
が
村
重
と
だ
し
の
二
人
と
も
思
え
な
い
。

そ
こ
で
、
有
岡
城
で
登
場
し
そ
う
な
人
物
を

紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

村
重
に
は
村
氏（
20
）と
い
う
弟
が
い
た
。
妻

は
吹
田
因
幡
守
の
15
〜
16
歳
の
娘
で
、
村
氏
は

入
婿
に
な
っ
て
吹
田
を
名
乗
っ
て
い
る
。
16
〜
17

歳
の
妹
に
は
鵯

ひ
よ
ど
り

塚づ
か

砦と
り
での
守
将
野
村
丹
後
守
の

妻
が
い
る
。
村
重
の
子
に
は
尼
崎
城
主
の
嫡
男

村
次
、
池
田
隼
人
介
に
嫁
い
だ
娘（
15
）な
ど
が

い
る
。
村
重
の
妻
だ
し（
21
）に
つ
い
て
は
、
女
房

や
妾
と
記
す
史
料
も
あ
る
。
立
入
宗
継
の
記

録
に
よ
れ
ば
、
年
齢
を
24
と
し
、
楊
貴
妃
に
例

え
ら
れ
る
ほ
ど
の
美
人
と
記
し
て
い
る
。
本
名
は

「
ち
よ
ほ
」
で「
だ
し
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
城

の
大
手
の
だ
し（
出
し
）に
住
ま
い
が
あ
っ
た
か

ら
と
い
う
。
出
し
は
城
の「
出
丸
」の
よ
う
な
も

の
で
、
有
岡
城
で
言
え
ば
、
今
の
荒
村
寺
付
近

に
あ
っ
た
「
二
之
丸
金
之
間
」
辺
り
か
と
思
わ
れ

る
。
だ
し
は
、
大
坂
の
川
な
う
左
衛
門
尉
の
娘

で
、二
人
の
妹
も
荒
木
越
中
守
の
女
房（
13
）、

牧
佐
兵
衛
の
女
房（
15
）と
な
っ
て
有
岡
城
に
い

た
。紹

介
し
た
人
物
の
う
ち
、
村
重
と
村
次
の
他

は
落
城
後
に
京
の
六
条
河
原
で
首
を
刎は

ね
ら
れ

た
。
カ
ッ
コ
に
記
し
た
年
齢
は
享
年
で
、い
ず
れ

も
10
〜
20
代
の
若
さ
で
あ
る
。
だ
し
の
最
後
は
、

「
帯
を
締
め
な
お
し
、
髪
を
高
々
と
結
い
な
お

し
て
、
小
袖
の
襟
を
押
し
退
け
て
尋
常
に
切
ら

れ
た
」
と
い
う
。
華
々
し
く
躍
動
す
る
戦
国
時

代
、
そ
の
裏
で
見
事
に
散
っ
て
いっ
た
一
族
の
女
た

ち
、そ
の
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「姫路市伊丹市　友好交流協定」を締結し、両市のマスコットキャラクター「かんべえくん」「たみまる」と一緒
に記念撮影する石見利勝・姫路市長（右）と藤原保幸・伊丹市長＝平成 25 年 11月１日、姫路市で

太平記英勇伝荒木村重
（伊丹市立博物館所蔵）

黒田如水像
（福岡市美術館所蔵（黒田資料））

　
今
回
は
伊
丹
と
酒
造
業
と
の
係
わ
り
を
歴

史
的
側
面
か
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
既
に
ご
存
じ
の
こ
と
と
は
存
じ
ま
す
が
、

平
成
25
年
９
月
26
日
に
伊
丹
市
議
会
で「
清
酒

発
祥
の
地
伊
丹
の
清
酒
の
普
及
の
促
進
に
関
す

る
条
例
」
が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
10
月
１
日

よ
り
施
行
さ
れ
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。
古
来

よ
り
伊
丹
は
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
ま
た
僧
行

基
が
活
躍
し
た
時
代
か
ら
猪
名
川
と
武
庫
川
に

挟
ま
れ
た
肥
沃
な
土
壌
に
恵
ま
れ
て
稲
作
も
盛

ん
で
あ
り
、
尚
且
つ
豊
富
で
良
質
の
水
・
気
候

風
土
に
も
恵
ま
れ
た
土
地
で
あ
り
、
清
酒
業
の

基
本
要
素
と
し
て
必
要
な
も
の
が
全
て
網
羅
さ

れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
現
在
の
伊
丹
の
西
側

に
位
置
す
る
鴻
池
村
で
語
り
継
が
れ
て
き
た
清

小
西
酒
造
社
長
特
別
寄
稿

伊
丹
と
酒
造
業
の
歴
史

小西　新太郎
（こにし　しんたろう）
1550 年創業。日本の代
表的な老舗、小西酒造㈱
代表取締役社長

酒
の
原
点
と
も
言
え
る
逸
話
に「
小
僧
さ
ん
が

い
た
ず
ら
で
灰
を
お
酒
の
醪
の
中
に
投
げ
入
れ

た
と
こ
ろ『
澄
み
酒
』に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

◇
　
　
◇

伊
丹
の
清
酒
業
を
語
る
時
に
そ
の
技

術
革
新
の
歴
史
に
触
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

せ
ん
。
伝
統
企
業
の「
伝
統
と
は
革
新

の
連
続
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
中
心
を

成
す
の
が
技
術
開
発
で
あ
り
ま
す
。「
濁
り
酒
」

か
ら
「
澄
み
酒
」に
至
る
ま
で
に
は
、
今
で
は
当

た
り
前
に
な
っ
て
い
る
す
べ
て
の
原
料
米
を
精
米

し
て
お
酒
を
造
る
技
術
が
「
伊
丹
諸
白
」
と
し

て
広
辞
苑
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
精
米
技
術
が

重
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
臼
を
使
い
足
踏
み
で

精
米
を
し
た
時
代
か
ら
、
効
率
良
い
水
車
に
よ

第２回

る
精
米
が
伊
丹
で
も
実
行
さ
れ
た
歴
史
が
今
で

も
残
って
お
り
ま
す
。

　
当
時
の
酒
造
技
術
で
は
難
し
い
、
冬
の
間
に

酒
造
り
を
す
る
「
寒
造
り
」
が
四
季
の
中
で一
番

よ
い
お
酒
が
出
来
る
こ
と
も
伊
丹
で
検
証
さ
れ

て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
お

酒
の
造
り
手
の
匠
の
技
を
育
ん
で
き
た
杜
氏
制

度
で
あ
り
ま
す
。
丹
波
杜
氏
を
中
心
に
し
た
蔵

人
は「
野
を
越
え
山
を
越
え
」
伊
丹
の
地
ま
で

来
て
も
ら
って
い
ま
し
た
。
米
作
り
と
同
時
に
酒

造
り
を
熟
知
し
た
杜
氏
の
技
は
今
も
社
員
杜

氏
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
お

い
て
伊
丹
の
酒
が
江
戸
で
珍
重
さ
れ
た
大
き
な

理
由
の
一つ
は
長
旅
で
も
劣
化
し
な
い「
生き

酛も
と

造

り
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
蔵
付
き
酵
母

の
原
型
は
伊
丹
で
開
発
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
ば
か
り
で
な
く
、
明
治
以
降
の
清

酒
業
に
お
け
る
近
代
化
の
中
で
も
伊
丹
は
大
き

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
新
し
い
機
器
類
や

技
術
を
十
分
に
使
い
き
れ
な
か
っ
た
時
代
を
最

新
知
識
の
醸
造
技
師
を
招
聘
し
て
乗
り
越
え
た

の
が
伊
丹
の
酒
造
業
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

◇
　
　
◇

　
伊
丹
の
酒
造
業
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の

は
、
伊
丹
が
近
衛
家
の
所
領
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
幕
府
の
管
轄
下
に
な
く
、
武

家
が
統
治
し
て
い
な
か
っ
た
為
に
、
他
所
よ
り
は

お
酒
を
自
由
に
造
れ
る
「
勝
手
造
り
」
が
許
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
伊
丹
の
酒
造
業
の
繁
栄
の一つ

で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
今
で
は
伏
見
の
酒
が
京

都
の
お
酒
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
往
時
は

伊
丹
の
酒
が
京
の
都
、洛
中
洛
外
で
人
気
の
あ
っ

た
お
酒
で
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
く
「
く
だ
ら
な

い
」
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
も
な
っ
て
い
る
上
方

か
ら
江
戸
へ
の「
下
り
も
の
」の
代
表
的
な
も
の

が
伊
丹
の
酒
で
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
先
人
の
知
恵
に
ついて
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。こ
れ
ら
の
知
恵
は
、ま
だ
学
問
と
し
て
確

立
し
て
１
０
０
年
も
経
た
な
いマ
ー
ケ
テ
ィン
グ
理
論

に
も
匹
敵
す
る
も
の
が
伊
丹
の
酒
造
業
の
中
に
あっ

た
こ
と
で
す
。一
つ
に
大
消
費
地
で
あ
る
江
戸
を

重
要
視
し
て
、い
ち
早
く
江
戸
店
を
設
置
し
、販
売

を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。次
に「
物
流
を
制

す
る
も
の
は・・
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、樽

廻
船
を
活
用
す
る
だ
け
で
な
く
、自
ら
廻
船
問
屋

も
営
ん
で
き
た
歴
史
。そ
れ
に
今
でい
う
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
を
杜
氏
制
度
と
い
う
形
で
実
践
し
て
い
た
こ

と
。等
々
昔
の
人
の
知
恵
に
只
々
敬
服
す
る
ば
か
り

で
あ
り
ま
す
。

　
阪
神・淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た
我
々
は
、自
然

災
害
を
乗
り
越
え
て
き
た
先
人
た
ち
の
努
力
と
知

恵
に
歴
史
の
重
み
を
感
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。す
べて

の
モ
ノ
を
有
効
に
活
用
し
、尚
且
つ
米
糠
か
ら
酒
粕

ま
で
捨
て
る
も
の
も
ほ
と
ん
ど
な
い
清
酒
造
り
は
、

自
然
と
共
存
す
る
現
在
に
も
通
用
す
る
究
極
の
エ

コ
産
業
で
あ
り
、こ
れ
も
４
６
０
年
以
上
に
亘
っ
て

継
続
し
ている
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
伊
丹
と
共
に
発
展
し
て
き
た
酒
造
業
の
歴
史
に

は
、文
化
的
な
功
績
も
多
く
含
ま
れ
てい
ま
す
。次

回
に
は
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
さ
せ
てい
た
だ
き
ま
す
。

技
術
革
新
重
ね
発
展
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る
な
ど
、
ま
さ
に
試
行

錯
誤
す
る
こ
と
で
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を
体

験
的
に
身
に
つ
け
て
い
る
。
ま
た
単
に
利
益
を
追

求
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
活
動
の

Ｐ
Ｒ
や
、
顧
客
満
足
を
追
求
す
る
姿
勢
も
忘
れ

な
い
。

　
本
校
の
商
業
教
育
は
、
単
に
商
取
引
の
方
法

を
学
び
、
有
能
な
会
社
員
を
育
成
す
る
だ
け
で

は
な
い
。
今
ま
で
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
こ

と
に
挑
戦
し
、
行
動
し
、
人
を
動
か
し
て
新
し
い

市
場
を
作
る
と
い
う
「
市
場
創
造
型
」の
人
材

育
成
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
日
々
取
り
組

ん
で
い
る
。

（
市
立
伊
丹
高
等
学
校
教
頭

　
井
上
仁
志
）

お
り
、
地
域
の
産
業
、
特
産
物
な
ど
、
地
域
研

究
は
欠
か
せ
な
い
。
ま
さ
に
自
ら
の
創
造
を
カ
タ

チ
に
す
る
達
成
感
や
充
実
感
を
体
験
で
き
る
機

会
と
な
って
い
る
。

　
一
昨
年
は
、
伊
丹
の
誇
る
酒
造
業
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
、
酒
粕
を
使
用
し
た
和
洋
菓
子
の
開
発

に
成
功
し
た
。
昨
年
か
ら
は
、
今
年
の
N
H
K

大
河
ド
ラ
マ「
軍
師
官
兵
衛
」の
放
映
に
ち
な

み
伊
丹
市
が
展
開
し
て
い
る
「
い
た
み
官
兵
衛
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
協
力
し
た
い
と
の
声
が
あ
が
り
、

「
黒
田
官
兵
衛
」
や
「
荒
木
村
重
」
関
連
商
品

の
開
発
に
取
り
組
み
、
煎
餅
、マ
ド
レ
ー
ヌ
、フ
ィ

ナ
ン
シ
ェ
な
ど
の
開
発
、
販
売
を
始
め
た
。

　
ま
た
、
昨
年
８
月
に
は
伊
丹
中
央
サ
ン
ロ
ー

ド
商
店
街
内
の
空
き
店
舗
を
利
用
し
て「
Ｓ
ｈ

ｏｐ
市
高
」
を
開
店
し
、
開
発
商
品
を
生
徒
自

ら
販
売
し
た
＝
写
真
。こ
の
商
店
経
営
実
習
は
、

一
定
の
営
業
期
間
を
通
じ
て
、い
か
に
し
て
効
率

的
に
商
品
を
販
売
し
、
よ
り
利
益
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、日
々
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
活
動

の
中
で
学
ん
で
い
く
取
り
組
み
で
あ
る
。
売
り

上
げ
が
販
売
計
画
通
り
に
伸
び
な
い
と
き
は
、

販
売
方
法
や
陳
列
方
法
を
工
夫
し
た
り
、ポ
ス

タ
ー
や
口
頭
で
商
品
説
明
を
し
な
が
ら
他
の
関

連
商
品
を
勧
め
た
り
、
広
報
活
動
に
力
を
入
れ

昨
年
７
月
１
日
か
ら
９
月
29
日
ま
で
募
集

し
た
結
果
、３
７
０
作
品
の
応
募
が
あ
っ
た
。

発
想
豊
か
な
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
た
帯
や

布
・
フ
ェル
ト
を
使
っ
た
帯
な
ど
「
思
わ
ず
手

に
取
り
た
く
な
る
」
帯
が
集
ま
っ
た
。
こ
れ

ら
の
作
品
の
中
か
ら
４
作
品
が
グ
ラ
ン
プ
リ

と
し
て
選
ば
れ
、
12
月
１
日
に
表
彰
式
が
行

わ
れ
た
。

最
優
秀
賞
「
伊
丹
本
屋
大
賞
」に
選
ば
れ

た
の
は
市
立
西
中
学
校
１
年
、
武
田
百
々
花

さ
ん（
13
）の
作
品
「
キ
リ
エ
ル
」
＝
写
真
。

武
田
さ
ん
は「
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
驚
き

ま
し
た
。
書
店
に
並
べ
ら
れ
、
お
客
さ
ん
に

帯
を
見
て
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
も
ら
え

た
ら
嬉
し
い
で
す
」
と
話
し
て
い
た
。
こ
の
作

品
は
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
前
の「
ブ
ッ
ク
ラ
ン
ド
フ
レ

ン
ズ
」で
12
月
16
日
か
ら
展
示
さ
れ
12
月
23

日
か
ら
本
に
装
着
さ
れ
販

売
さ
れ
た
。

他
の
入
賞
作
と
し
て「
市

長
賞
」
に
は
市
立
南
中
学

校
３
年
、
田
﨑
悠
大
さ
ん

（
15
）
の「
永
遠
の
０（
ゼ

ロ
）」、「
教
育
長
賞
」
に
は

同
じ
く
南
中
学
校
３
年
、

古
本
穂
乃
佳
さ
ん（
15
）の

「
オ
ー
デ
ュ
ボ
ン
の
祈
り
」、

来
館
者
の
投
票
で
決
ま

る
「
こ
と
ば
蔵
賞
」
に
は

村
上
有
紀
子
さ
ん（
45
）の

「
１
０
０
円
商
店
街
の
魔

法
」
が
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ

た
。

　
市
立
伊
丹
高
等
学
校
商
業
科
で
は
、
地
元
の

企
業
、
自
治
体
、
地
域
住
民
等
と
の
連
携
を
と

り
、
様
々
な
体
験
を
通
し
て
、
社
会
に
つ
な
が
る

力
を
育
て
る
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
る
。
こ

れ
は「
起
業
家
精
神
」
と「
起
業
家
的
な
資
質
・

能
力
」
を
持
っ
た
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
起
業
家
精
神
」
と

は
、
自
立
性
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、
創
造
性
、
積

極
性
、
探
究
心
で
あ
り
、「
起
業
家
的
な
資
質
・

能
力
」
と
は
、
自
己
責
任
で
決
断
す
る
能
力
や

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
能
力
、コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョン
能
力
、
情
報
の
収
集
・
分
析
能
力
と

そ
れ
に
基
づ
く
判
断
力
、
問
題
解
決
能
力
、
行

動
力
で
あ
る
。

　
そ
の
取
り
組
み
と
し
て
、一昨
年
か
ら
市
高
オ

リ
ジ
ナ
ル
商
品
開
発
に
取
り
組
ん
だ
。
市
場
調

査
か
ら
消
費
者
ニ
ー
ズ
を
つ
か
み
、
新
商
品
の
企

画
を
立
案
し
、
積
極
的
に
地
元
の
製
造
業
者
へ

新
規
開
発
の
提
案
に
出
か
け
る
。
そ
こ
に
は
ゼ

ロ
か
ら
も
の
を
創
り
出
す
創
造
性
や
企
画
力
が

必
要
で
あ
り
、
自
ら
の
企
画
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
、
製
造
業
者
への
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力

や
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
伊
丹
の
お
土
産
品
と
し
て
愛
さ
れ
る
商
品
、

地
域
Ｐ
Ｒ
に
役
立
つ
商
品
作
り
を
目
標
と
し
て

帯
の
出
来
栄
え
競
う

第
１
回
帯
ワ
ン
グ
ラ
ン
プ
リ

こ
と
ば
蔵
は
こ
の
ほ
ど
、
自
分
で
考
え
た

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
や
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
記
載
し

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
本
の
帯
の
出
来
栄
え
を
競

う
「
帯
ワ
ン
グ
ラ
ン
プ
リ
」
を
開
催
し
た
。
市

立
西
中
学
校
の
授
業
で
行
っ
て
い
た
「
帯
作

り
コ
ン
テ
ス
ト
」
を
参
考
に
初
め
て
開
催
し
た

も
の
で
、
帯
作
り
を
通
し
て
、
本
に
親
し
み
、

豊
か
な
表
現
力
を
養
っ
て
も
ら
う
の
が
目
的

だ
。

体
験
型
実
践
教
育
の
一
環
で

日
本
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
協
会
が

選
定
し
た
「
美
し
い
日
本
の
歩

き
た
く
な
る
道
」
５
０
０
選
に

荒
牧
バ
ラ
公
園
か
ら
「
水
と
緑

と
バ
ラ
の
道
」
が
選
ば
れ
て
い

る
。
こ
の「
伊
丹
緑
道
」
は
伊

丹
台
地
の
東
側
に
沿
っ
て
、
猪

名
野
神
社
か
ら
国
道
１
７
１

号
ま
で
の
お
よ
そ
１・２
キ
ロ
で

あ
る
が
、
途
中
旧
西
国
街
道
と

交
叉
し
て
い
る
。
交
叉
地
点
は

街
道
も
伊
丹
坂
と
呼
ば
れ
る

急
勾
配
で
か
つ
て
は
西
へ
急
ぐ

旅
人
達
は
こ
の
坂
を
前
に
木
陰

で一休
み
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
更

に
１
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
神
社

の
方
へ
進
む
と
、
側
に
四あ

ず

阿ま
や

が

あ
り
、
左
側
の
伊
丹
ト
ン
ネ
ル

の
上
か
ら
は
空
港
か
ら
離
陸

直
後
の
航
空
機
を
眺
め
ら
れ
る

ビュー
ポ
イ
ン
ト
。

さ
ら
に
進
む
と
右
側
に
白

洲
次
郎
の
父
文
平
の
建
て
た
白

洲
邸
跡
の
碑
が
あ
る
。
白
洲

正
子
自
伝
に
よ
る
と
台
地
の
上

に
約
４
万
坪
の
邸
宅
が
あ
っ
た

と
の
こ
と
。
発
音
寺
の
下
の
方

の
竹
林
は
無
く
な
っ
て
明
る
く

な
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
そ

の
辺
り
に
は
ク
ス
ノ
キ
の
巨
木

が
幾
本
も
そ
び
え
、エ
ノ
キ
、ク

ロ
ガ
ネ
モ
チ
、
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
、
タ

ラ
ヨ
ウ
、ア
ラ
カ
シ
、ム
ク
ノ
キ
、

サ
ク
ラ
な
ど
い
ろ
ん
な
樹
木
が

生
い
茂
り
、
小
鳥
の
鳴
き
声
を

聞
き
な
が
ら
の
散
策
は
ま
こ
と

に
楽
し
い
。

ま
た
四
季
を
通
じ
て
樹
木
の

観
察
に
も
多
く
の
市
民
が
訪
れ

て
い
る
。
伊
丹
坂
を
少
し
下
っ

た
所
に
多
田
街
道
と
旧
西
国

街
道
の
交
叉
す
る
「
辻
の
碑
」

や
西
に
少
し
登
っ
た
住
宅
地
に

あ
る
「
伝
和
泉
式
部
の
墓
」
な

ど
の
文
化
財
を
訪
ね
る
こ
と
も

で
き
る
。

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
や
散
策
に
人

気
の「
伊
丹
緑
道
」
は
市
民
に

よ
って
八
景
に
選
定
さ
れ
た
。

（
い
た
み
ア
ピ
ー
ル
プ
ラ
ン
推
進

協
議
会
会
長

　
山
元
龍
治
）

＊
次
回
は「
伊
丹
酒
蔵
の
夜

景
」
を
紹
介
予
定

　伊丹の地酒に合う酒の肴は？　「あ
て」のコンテスト「ATE-1グランプリ」の
決勝大会が、白雪ブルワリービレッジ長
寿蔵で開催される。
　決勝大会では、1月末までの一次審
査を通過した上位5店舗の自慢の料理
と今回のテーマ酒「老松吟醸」を味わ
い、気に入った「あて」に1票入れる。
貴方の舌でじっくり採点を！
　2月3日（月）より、一般審査員の募
集開始。
　参加申込・問合せは、NPO法人いた
みタウンセンター1072・775・6727へ。
　決勝大会日時：2月23日　1部：午
前11時30分～、2部：午後1時30
分～（一般審査員：各回50名・先着順）
3部：表彰式 午後3時１５分～（予定）

平成いたみ八景❸

伊丹版「哲学の道」
                        官兵衛・村重関連商品を開発

２月23日に
ＡＴＥ－１グランプリ

市立伊丹高校商業科

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。

文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

　「
軍
師
官
兵
衛
」
人
気
で
市
外
か
ら
の
来

訪
者
が
増
え
て
い
る
が
、本
市
に
は
無
料
の
史

跡
ガ
イ
ド
の
制
度
が
あ
る
の
を
ご
存
知
だ
ろ

う
か
。
伊
丹
の
史
跡
巡
り
を
し
た
い
と
い
う
人

が
い
た
ら
、こ
の
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い
。

　
伊
丹
市
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会（
事

務
局
・
市
教
委
生
涯
学
習
部
社
会
教
育
課
）

が
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
案
内
コ
ー
ス
と
主
な

訪
問
地
は
次
の
と
お
り
。

　【
Ａ
コ
ー
ス
】
有
岡
城
跡
、
荒
村
寺
、
三
軒

寺
、伊
丹
郷
町
館
、猪
名
野
神
社【
Ｂ
コ
ー
ス
】

猪
名
野
神
社
、
伊
丹
緑
道
、
辻
の
碑
、
伊
丹

廃
寺【
Ｃ
コ
ー
ス
】
博
物
館
、
旧
西
国
街
道
、

昆
陽
寺【
Ｄ
コ
ー
ス
】
昆
陽
池
、
鴻
池
神
社
、

慈
眼
寺
、
鴻
池
稲
荷
祠
碑【
Ｅ
コ
ー
ス
】御
願

塚
古
墳
、
都
市
景
観
形
成
建
築
物
、
須
佐
男

神
社
、
南
野
神
社【
Ｆ
コ
ー
ス
】
有
岡
城
跡
、

加
茂
神
社
、
春
日
神
社
、
松
源
寺
、ス
カ
イ

パ
ー
ク

　
利
用
条
件
は
、５
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
２

週
間
前
ま
で
に
申
し
込
む
こ
と
。
ガ
イ
ド
は

水
・
木
・
金
・
土
・
日
曜
日
の
午
前
・
午
後
い

ず
れ
か
の
２
時
間
ま
で
。

　
申
し
込
み
は
同
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
受
付
票
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
フ
ァッ
ク
ス
で
社
会
教
育
課

5
0
7
2
・
７
８
４
・
８
０
８
３
へ
。

　
問
い
合
わ
せ
は
同
課
1
0
7
2
・

７
８
４
・
８
０
９
０
へ
。

無
料
で
史
跡
を
案
内
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郷
土
史
こ
ぼ
れ
話
❸

梶
井
基
次
郎
が
み
た
伊
丹

現

代

人

物

　
伊
丹
を
訪
れ
る
人
や
伊
丹
を
紹
介
す
る

人
に
と
って
、気
軽
に
渡
せ
る
お
土
産
に
は
ど

ん
な
も
の
が
い
い
だ
ろ
う
か
。「
い
た
み
官
兵

衛
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で
脚
光
を
浴
び
て
い
る
荒

木
村
重
関
連
商
品
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
ず
、
茶
人
村
重
に
焦
点
を
当
て
た
も
の

と
し
て
、
サ
ン
ブ
レ
ッ
ド（
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
前
）

の「
村
重
抹
茶（
二
代
目
）」。
和
風
の
パ
ン

で
あ
る
。
抹
茶
餡
と
隠
し
玉
の
具
、
も
ち
も

ち
と
し
た
食
感
、ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
サ
イ
ズ

が
、
豪
快
に
「
村
重
」
を
主
張
す
る
。
白
い

生
地
に
だ
し
昆
布
の「
一」で
刀
傷
に
見
立
て

た
演
出
も
洒
落
て
い
る
。(

村
重
の
妻
は「
だ

し
」
と
い
う
名)
。

　
続
い
て
、
チ
ョ
コ
の
製
造
販
売
を
行
う
マ

重
た
み
ま
る
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
ラ
ベ
ル
が
特
徴

だ
。
麹
と
も
ろ
み
の
両
方
に
精
白
米
を
使
用

す
る「
諸も

ろ

白は
く

仕
込
」を
そ
の
名
に
冠
す
る「
伊

丹
諸
白
純
米
吟
醸
」
は
小
西
酒
造（
中
央
）

の
酒
、
ど
ち
ら
も
旨
い
。

　
中
満（
宮
ノ
前
）は
、「
あ
っ
ぱ
れ
村
重
ま

ん
じ
ゅ
う
」。
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
の
餡
が
つ
ぶ
餡

に
な
っ
て
お
り
、
姉
妹
品
の「
酒
の
露
」
と
は

ち
ょっ
と
違
う
食
感
で
、セ
ッ
ト
で
揃
え
て
も

い
い
だ
ろ
う
。
村
重
の
焼
き
印
が
手
作
り
感

を
醸
し
出
す
。

　
今
回
取
り
上
げ
た
も
の
以
外
に
も
沢
山
の

「
村
重
」
土
産
が
あ
る
の
で
、
是
非
探
し
て

み
て
ほ
し
い
。

　
ブ
ー
ム
に
乗
っ
た一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、

茶
人
と
し
て
長
く
生
を
全
う
し
た
村
重
の

よ
う
に
、
後
世
に
残
る
よ
う
頑
張
って

ほ
し
い
。
　
　
　
　
　
　（
齊
藤
芳
弘
）

ん
だ
後
、縁
あ
って
こ
の
仕
事
に
就
い

た
。そ

れ
ま
で
伊
丹
の
歴
史
に
関
心
が

な
か
っ
た
が
、
博
物
館
の
先
生
が
す

る
説
明
を
自
然
に
覚
え
、そ
の
話
を

見
学
者
に
し
て
喜
ば
れ
た
の
を
き
っ

か
け
に
歴
史
を
学
び
始
め
た
。
伊
丹

検
定
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、連
続
し
て

10
位
内
に
入
る
程
に
知
識
が
増
え
て

いっ
た
。

シ
ュ
ー
（
口
酒
井
）か
ら
「
抹
茶
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
ボ
ー
ル
」「
抹
茶
ア
ー
モ
ン
ド
チ
ョ
コ
」。
ミ

ル
ク
チ
ョ
コ
、
ア
ー
モ
ン
ド
チ
ョ
コ
を
抹
茶
で

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
、
滑
ら
か
な
舌
触
り
が
嬉
し

い
。
工
場
の
直
売
所
に
は
沢
山
の
チ
ョコ
が
あ

り
、
ど
れ
を
選
ぶ
か
苦
労
し
そ
う
だ
。
取
材

の
と
き
も
、
若
い
家
族
連
れ
で
大
い
に
に
ぎ

わ
って
い
た
。

　
三
喜
屋（
野
間
）の「
抹
茶
せ
ん
べ
い
」
は

大
人
の
味
で
あ
る
。
抹
茶
が
た
っ
ぷ
り
と
塗

ら
れ
、
甘
苦
く
、な
か
な
か
面
白
い
。

　
お
茶
の
み
ど
り
園（
西
台
）か
ら
は
、
抹

茶
風
味
の「
村
重
飴
」。
飴
の
味
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な

缶
が
セ
ン
ス
の
良
さ
を
感
じ
る
。

　
抹
茶
以
外
も
紹
介
し
よ
う
。
伊
丹
酒
と

し
て
名
を
馳
せ
た
日
本
酒
は
ど
う
か
。
伊
丹

老
松
酒
造（
中
央
）の「
伊
丹
郷
」
は
、
村

み
や
の
ま
え
文
化
の
郷
に
あ
る
旧
岡

田
家
住
宅
は
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ

た
町
家
で
あ
る
。
そ
の
兵
庫
県
最
古
の

店
舗
と
現
存
す
る
日
本
最
古
の
酒
蔵

は
平
成
4
年
、国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
。
そ
こ
を
見
学
に
訪
れ
る
人

を
毎
日
笑
顔
で
迎
え
、伊
丹
の
歴
史
や

酒
造
り
等
の
説
明
を
す
る
の
が
田
村
さ

ん
で
あ
る
。
伊
丹
公
設
市
場
内
の
惣
菜

店
を
35
年
間
夫
婦
で
営
み
、店
を
た
た

安
い
。）

　
そ
し
て
千
僧
村
の
様
子
。（
人
跡
実
に

稀
な
土
地
に
来
て
し
ま
っ
た
。）
空
が
広

い
。
真
一
文
字
に
刷
毛
で
刷
い
た
よ
う
な

雲
が
奇
麗
だ
。
安
楽
院
の
隣
の一
軒
家
で

と
て
も
寂
し
い
所
。
交
通
は
阪
急
伊
丹

駅
か
ら
香
露
園
行
き
の
バ
ス
で
昆
陽
で
下

車
。
そ
こ
か
ら
歩
い
て
十
分
。
蚊
が
多
い

の
で
蚊
帳
を
買
っ
た
。
イ
チ
ゴ
・
ト
マ
ト
・

水
蜜
桃
が
安
く
て
美
味
し
い
。
ぜ
ひ
イ
チ

ゴ
狩
り
に
来
て
ほ
し
い
。マ
ム
シ
が
出
る
。

道
端
に
死
ん
で
い
る
の
を
こ
っ
そ
り
持
ち

帰
っ
て
も
ら
っ
て
焼
い
て
食
べ
た
ら
す
ご
く

家
人
が
嫌
が
っ
た
。
月
の
夜
電
灯
を
消
す

と
、
庭
に
は
黒
い
樹
木
の
影
、
光
っ
て
い
る

南
天
、バ
ラ
ン
の
葉
、
置

き
忘
れ
た
ス
コッ
プ
の
金

具
。」
彗
星
の
よ
う
に
光

り
輝
い
た
人
が
、
伊
丹

に
い
た
。

（
郷
土
史
研
究
家

　

森
本
啓
一
）

　
教
科
書
に
載
っ
た
「
檸
檬
」の
作
家
梶

井
基
次
郎
。
そ
の
レ
モ
ン
の
漢
字
は
す
ぐ

に
は
書
け
な
い
。
瑞
々
し
い
感
性
の
文
章

は
、
現
代
で
あ
れ
ば
芥
川
賞
作
家
も
の

だ
ろ
う
。
昭
和
５
年（
１
９
３
０
）、
結
核

療
養
の
た
め
伊
丹
の
堀
越
町
・
千
僧
へ
住

ん
だ
。
在
住
１
年
半
、
伊
丹
の
風
景
を
日

記
や
書
簡
に
残
し
て
い
る
。

　「
ま
ず
第
一
印
象
。
伊
丹
と
い
う
と
こ

ろ
は
田
舎
で
古
風
な
町
だ
が
、
空
気
周

囲
は
い
い
。
古
物
屋
に
ゲ
テ
モ
ノ
が
あ
る

よ
う
な
気
が
す
る
が
、
古
道
具
の
市
が

あ
っ
て
、
紙
宵
屋
の
よ
う
な
人
相
の
面
白

い
連
中
が
集
ま
って
ガ
ヤ
ガ
ヤ
や
って
い
る
。

（
こ
こ
は
な
ん
で
も
買
い
た
く
な
る
ほ
ど

　
明
治
４
年（
１
８

７
１
）の
８
月
９
日
、

「
散
髪
脱
刀
令
」

が
発
布
さ
れ
た
。

明
治
維
新
に
よ
り

江
戸
時
代
の
職
業

階
級
制
度
が
解
消

さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
か
つ
て
の
武

士
階
級
の
髪
型
で

あ
っ
た
丁

ち
ょ
ん

髷ま
げ

を
義

務
付
け
な
い
こ
と

を
知
ら
せ
た
法
令

だ
。「
髪
結
い
」
か

ら「
断
髪
」へ
。「
ざ

ん
ぎ
り
頭
を
叩
い

て
み
れ
ば
文
明
開

化
の
音
が
す
る
」

と
は
当
時
の
流
行

歌
で
あ
っ
た
と
い
う

が
、ル
ー
ツ
を
た
ど

れ
ば
、
そ
の
時
代
を
軽
々
と
飛
び
越
え
、
少
な

く
と
も
文
政（
１
８
１
８
〜
３
０
）の
時
代
ま
で

た
ど
り
つ
く
の
が
理
容
店「
ヘ
ア
ー
サ
ロ
ン
オ
オ
ヤ

マ
」で
あ
る
。

　
現
在
は
五
代
目
の
大
西
和
男
さ
ん
が
経
営
し

て
い
る
。「
あ
れ
？
オ
オ
ヤ
マ
さ
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た

の
？
」
と
い
う
伊
丹
市
民
の
方
も
多
い
こ
と
だ
ろ

う
。
種
明
か
し
を
す
る
と
、
初
代
の
伊
三
郎
の

出
身
は
丹
波
の
大
江
山
。「
大
江
山
の
と
こ
の

散
髪
屋
」
が
「
オ
オ
ヤ
マ
」
に
な
り
、
そ
の
ま
ま

屋
号
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
当
時
の
屋
号
は「
大

山
館
」。

　
小
西
酒
造
の
福
利
厚
生
と
し
て
、
社
員
の
散

髪
を
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
万
一、
日

本
酒
に
髪
の
毛
が
入
っ
て
い
れ
ば
、
現
代
の
よ
う

に
ネ
ッ
ト
炎
上
は
し
な
く
と
も
問
題
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。
会
社
が
費
用
を
負
担
す

れ
ば
、
社
員
は
必
要
な
と
き
に
気
兼
ね
な
く
髪

が
切
れ
る
わ
け
だ
。
明
治
２５
年（
１
８
９
２
）に

は
国
文
学
者
の
岡
田
利
兵
衞
の「
産
毛
剃
り
」

を
行
っ
た
記
録
が
あ
る
な
ど
、
伊
丹
の
名
家
の

御
用
達
で
も
あ
っ
た
。

　「
理
容
店
は
髪
を
切
る
だ
け
で
な
く
、
癒
し

の
場
で
な
い
と
い
け
な
い
」。
そ
の
方
針
を
貫
い

た
結
果
、
三
代
続
く
顧
客
や
、
姫
路
市
・
三
田

市
な
ど
遠
方
か
ら
足
を
運
ぶ
お
客
さ
ん
が
い
る
。

ヘアーサロンオオヤマ

　
そ
ん
な
理
容
業
界
も
、
今
は
美
容
業
界
に
押

さ
れ
気
味
だ
。

　
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
営
業
資
格
は「
理
容
師

法
」「
美
容
師
法
」
と
い
う
異
な
る
法
律
に
基
づ

い
て
い
る
。「
理
容
」
は
髪
を
切
っ
て
整
え
る
、ヒ

ゲ
を
剃
る
業
務
。「
美
容
」
は
パ
ー
マ
を
あ
て
る
、

髪
を
結
う
、
美
顔
・
化
粧
な
ど
に
よ
り
美
し
く

す
る
業
務
。
し
か
し
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
、
両
者

の
境
界
は
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。「
脂
ぎ
っ
た
オ
ジ

さ
ん
の
髪
を
切
る
よ
り
は
、
若
い
お
姉
さ
ん
の
髪

を
扱
い
た
い
で
す
よ
ね
、
そ
り
ゃ
（
笑
）」。
理
容

店
の
悩
み
は
後
継
者
だ
。

　
そ
ん
な
中
、ヘ
ア
ー
サ
ロ
ン
オ
オ
ヤ
マ
も
手
を

こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
代
を
担
う

後
継
者
候
補
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
自
作
し
、ブ
ラ

イ
ダ
ル
を
メ
イ
ン
に
し
た
レ
デ
ィ
ー
ス
シ
ェ
ー
ビ
ン

グ
の
Ｐ
Ｒ
を
始
め
た
。
オ
オ
ヤ
マ
で
使
用
す
る
日

本
カ
ミ
ソ
リ（
日
本
刀
と
同
じ
刃
構
造
）は
、
替

刃
カ
ミ
ソ
リ
と
違
っ
て
肌
に
や
さ
し
い
。
そ
の
女

性
が
結
婚
後
に
出
産
す
れ
ば
、
満
一
歳
に
な
っ
た

お
子
さ
ん
の
髪
の
毛
を
使
っ
た
「
赤
ち
ゃ
ん
記
念

筆
」
を
作
っ
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。
そ
の

子
供
も
い
つ
か
大
人
に
な
り
、
老
後
は
孫
を
連

れ
て
く
る
。
さ
て
、
そ
の
と
き
の
オ
ー
ナ
ー
は
何

代
目
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　（
満
田
弘
樹
）

〒664-0851
伊丹市中央２丁目8-17　1072-772-3606

土
産
に
村
重
商
品
は
い
か
が

郷
土
土
産
品
紹
介

   

「
北
海
道
か
ら
来
た
人

に
は
男
山（
日
本
酒
）の

話
を
、大
阪
か
ら
来
た
人

に
は
鴻
池
家
の
話
を
す

る
な
ど
、興
味
を
持
ち
そ

う
な
話
を
相
手
に
合
わ

せ
て
出
来
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
来
た
人

が
喜
ん
で
く
れ
る
と
嬉
し

い
」と
笑
顔
を
見
せ
た
。

人
と
話
す
事
が
活
力

の
源
で
、嫌
い
な
人
に
出
会
っ
た
事
が
な
い
と

い
う
。
人
が
大
好
き
、そ
し
て
歴
史
あ
る
伊

丹
が
大
好
き
、と
語
る
田
村
さ
ん
。

毎
日
わ
ざ
わ
ざ
通
勤
途
中
に
立
ち
寄
る

人
達
も
い
る
と
い
う
。
間
違
い
な
く
田
村
さ
ん

の
フ
ァ
ン
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
来
れ
ば
伊
丹
の
知

識
が
増
え
る
と
同
時
に
元
気
を
も
ら
え
る
こ

と
、保
証
し
ま
す
。

（
村
上
有
紀
子
）

おもてなしの達人

写真協力＝西田写真館

伊
丹
市
文
化
財
保
存
協
会

田
村
ひ
で
子
さ
ん

昭和15年当時の「ヘアーサロンオオヤマ」（伊丹市立博物館所蔵）



伊 丹 市 立 図 書 館　　こ と ば 蔵

平成26年（２０１４年）1月31日 第 22号　（4）　伊 丹 公 論復 刊

当たった！当たった！

伊
丹
俳
壇

と
き
わ
喜
多

〝
三
杯
目
〞

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。

　「
伊
丹
公
論
」
名
物
コ
ー
ナ
ー
の
「
伊

丹
俳
壇
」。

　
今
号
の
発
行
が
１
月
と
い
う
こ
と
で
、

兼
題
は
「
正
月
」。
正
月
ら
し
い
数
多

く
の
応
募
が
あ
っ
た
。
遠
方
か
ら
は
、

埼
玉
県
や
島
根
県
か
ら
も
応
募
が
あ
り
、

「
伊
丹
俳
壇
」
が
全
国
に
広
ま
り
つ
つ

あ
る
。

　
次
回
の
兼
題
は
「
風
」。

　
募
集
期
間
は
１
月
３１
日
か
ら
３
月
１６

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
投
句
で
き

ま
す
。
　

　
問
い
合
わ

せ
は
伊
丹
市

立
図
書
館
こ

と
ば
蔵
へ
。

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句集「月光の音」で第 7回中新田俳句大賞スウェー
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。

に
ま
じ
め
な
子
と
い
う
印
象
で
し
た
。

│
選
手
と
し
て
の
特
徴
は

　
長
打
力
が
あ
り
、打
順
は
５
番
で
し
た
。
バッ

テ
ィ
ン
グ
練
習
で
は
、
４
番
だ
っ
た
坂
本
と
飛

距
離
を
競
い
合
っ
て
、
校
舎
の
窓
を
割
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
当
時
か
ら
強
肩

で
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
走

る
の
は
あ
ま
り
得
意
で
な
く
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
は

後
ろ
の
方
を
走
って
い
ま
し
た
。

│
「
マ
ー
君
、
神
の
子
、
不
思
議
な
子
」
と

野
村
元
楽
天
監
督
が
表
現
し
て
い
る
が

　
当
時
か
ら
、「
こ
こ
ぞ
」
と
い
う
時
に
打
席

が
回
って
く
る
こ
と
が
あ
り
、
何
か
「
持
って
い

る
な
」
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
中
学
で
の
投
手

への
コ
ン
バ
ー
ト
、
駒
大
苫
小
牧
高
校
への
進
学
、

楽
天
へ
の
入
団
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
田
中
に
と
っ

て
い
い
方
向
に
行
っ
た
と
思
い
ま
す
。

│
同
級
生
の
坂
本
選
手
と
比
較
す
る
と

　
二
人
の
性
格
は
正
反
対
で
し
た
。
田
中
は

不
器
用
だ
け
ど
も
努
力
家
。
ま
じ
め
な
た
め
、

エ
ラ
ー
す
る
と
引
き
ず
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

な
。

▼
清
酒
普
及
条
例

　
昨
年
10
月
1
日
に
伊
丹
市
で
「
清
酒
普

及
条
例
」
が
施
行
さ
れ
た
。
国
税
庁
資
料

に
よ
る
と
、
清
酒
の
消
費
量
は
年
々
減
り
続

け
、
平
成
22
年
度
は
年
間
58
万
9
千
㌔
㍑

で
平
成
９
年
の
約
半
分
、
昭
和
４５
年
と
比

較
す
る
と
約
３
分
の
１
だ
そ
う
。「
日
本
酒

で
乾
杯
」
す
る
の
も
い
い
が
美
味
し
く
、
じ
っ

く
り
た
っ
ぷ
り
飲
ん
で
も
ら
う
仕
掛
け
も
必

要
か
な
。

▼
三
杯
目
の
あ
て

　
清
酒
普
及
条
例
施
行
記
念
イ
ベン
ト
「
第

２
回
Ａ
Ｔ
Ｅ
＿
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
で
１
月
は

各
参
加
店
で
あ
て
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

い
よ
い
よ
、
２
月
23
日
に
グ
ラ
ン
プ
リ
が
決
ま

る
。
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
！
ま
た
拙

者
の
酒
の
あ
て
も
増
え
る
〜

　
昨
年
最
も
注
目
さ
れ
た
伊
丹
出
身
の
有
名

人
と
い
え
ば
、
言
う
ま
で
も
な
く
田
中
将
大

投
手
（
楽
天
）
だ
ろ
う
。
シ
ー
ズ
ン
成
績
は
24

勝
無
敗
１
セ
ー
ブ
。
最
多
勝
な
ど
プ
ロ
野
球
の

タ
イ
ト
ル
を
総
な
め
に
し
た
。
前
シ
ー
ズ
ン
か

ら
の
28
連
勝
と
ポ
ス
ト
シ
ー
ズ
ン
の
２
勝
を
加

え
た
30
連
勝
が
ギ
ネ
ス
世
界
記
録
に
認
定
さ

れ
る
と
い
う
お
ま
け
付
き
。
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ

の
名
門
ニュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヤ
ン
キ
ー
スへの
移
籍
も

決
め
た
。
　

　
こ
の
「
マ
ー
君
」
が
小
学
生
時
代
に
所
属
し

て
い
た
「
昆
陽
里
タ
イ
ガ
ー
ス
」
で
コ
ー
チ
と
し

て
指
導
し
た
白
井
良
夫
さ
ん
（
５２
）
＝
山
田

２
＝
に
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
聞
い
た
。（
取
材

は
昨
年
11
月
26
日
）

│
小
学
生
時
代
の
マ
ー
君
の
印
象
は

　
当
時
、
体
は
大
き
い
方
で
は
な
く
、
丸
顔
な

こ
と
か
ら
、
チ
ー
ム
メ
ー
ト
に
「
ジ
ャ
ガ
」（
ジ
ャ

ガ
イ
モ
の
省
略
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
エ
ー

ス
だ
っ
た
坂
本
勇
人
選
手
（
巨
人
）
と
比
べ
る

と
、
あ
ま
り
目
立
た
な
か
っ
た
で
す
が
、
非
常

り
ま
し
た
。
坂
本
は
そ
の
逆
で
、

野
球
セ
ン
ス
に
溢
れ
、
何
で
も
す
ぐ

吸
収
し
て
し
ま
う
。
エ
ラ
ー
し
て
も

ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
て
、
チ
ー
ム
の
ム
ー

ド
メ
ー
カ
ー
で
し
た
。

│
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
に
な
る
が

　
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー
に
な
る
な
ん

て
、
ま
っ
た
く
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
。

日
本
で
の
プ
レ
ー
を
見
ら
れ
な
く

な
る
の
は
寂
し
い
で
す
が
、
彼
の
夢
で
あ
る
メ

ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
の
活
躍
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

負
け
ず
嫌
い
の
坂
本
も
こ
の
ま
ま
黙
っ
て
い
な
い

だ
ろ
う
。
日
本
シ
リ
ー
ズ
で
実
現
し
た
対
決
、

次
は
ワ
ー
ル
ド
シ
リ
ー
ズ
で
の
夢
の
対
決
を
見
た

い
。　「

マ
ー
君
キ
セ
キ
展
」
開
催

　
マ
ー
君
の
少
年
時
代
か
ら
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
ガ
ー

に
な
る
ま
で
を
追
っ
た
写
真
展
を
こ
と
ば
蔵

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
し
ま
す
。

期
間
　
平
成
26
年
3
月
5
日
〜
3
月
30
日

　
　
　（
開
館
時
間
中
展
示
。
最
終
日
は
１７

　
　
　
時
ま
で
）

場
所 

　 

伊
丹
市
立
図
書
館
１
階
こ
と
ば
蔵
　

　
　
　
ギ
ャ
ラ
リ
ー

「
持
っ
て
い
る
」子
だ
っ
た

▼
酒
と
Ｃ
Ｍ

　
古
い
話
に
な
る
が
、
松
田
聖
子
の
歌
に
乗

せ
て
ア
ニ
メ
の
ペ
ン
ギ
ン
が
酒
（
ビ
ー
ル
）
を

飲
み
な
が
ら
涙
す
る
と
い
う
Ｃ
Ｍ
が
あ
っ
た
。

歌
も
良
か
っ
た
が
、
ペ
ン
ギ
ン
が
か
わ
い
く
て

切
な
く
て
、
悲
し
い
時
の
自
分
に
重
ね
る
人

も
多
か
っ
た
。

　
そ
う
言
え
ば
、
こ
の
歌
の
歌
詞
も
「
な
つ

か
し
い
伊
丹
だ
わ
♪
」
か
ら
始
ま
る
…
あ
っ

本
当
は
「
な
つ
か
し
い
痛
み
」
か
…
し
か
し
、

こ
こ
の
会
社
は
Ｃ
Ｍ
づ
く
り
ホ
ン
ト
う
ま
い

ガ
ニ
。

　
カ
ニ
鍋
を
食
べ
る
と
き
、
私
は
構

え
て
し
ま
う
、さ
あ
食
べ
る
ぞ
！
と
。

何
せ
面
倒
く
さ
い
。

　
店
に
来
ら
れ
る
人
は
い
ろ
ん
な
お

仕
事
を
持
つ
人
。
お
か
げ
で
昔
は
、

お
酒
の
中
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
お
客

さ
ん
と
皆
で
話
し
た
。
特
に
鍋
を

囲
む
こ
と
は
み
ん
な
親
戚
み
た
い
な

感
じ
が
し
た
。
今
は
ど
う
か
な
あ
！

お
酒
が
入
っ
て
く
る
と
カ
ニ
み
た
い

に
横
歩
き
腰
を
く
ね
く
ね
す
る
人

も
。

　
あ
れ
か
ら
宝
く
じ
は
三
百
円
し

か
当
た
ら
な
い
。
人
生
そ
ん
な
に
甘

く
な
い
！               

（
平
き
み
え
）

　
毎
年
忘
年
会
を
楽
し
ん
で
い
る
。
店
を
や

め
て
も
毎
年
、
元
常
連
客
が
集
ま
って
い
る
。

あ
る
年
、
私
が
宝
く
じ
を一人
三
枚
ず
つ
配
っ

た
が
二
枚
残
っ
た
。
そ
れ
が

な
ん
と
、
当
た
っ
た
、
当
た
っ

た
！

　
常
連
さ
ん
と
相
談
の
結

果
、
カ
ニ
鍋
を
囲
む
こ
と
に
。

い
く
ら
当
た
っ
た
か
っ
て
？
拾

万
円
で
す
。
あ
の
頃
は
松
葉

ガ
ニ
、
セ
コ
ガ
ニ
が
人
気
。
も

ち
ろ
ん
、
国
内
産
。
今
は
外

国
産
が
多
い
が
。
店
は
余
り

に
も
狭
い
の
で
セ
ン
タ
ー
を
お

借
り
し
て
三
十
人
位
だ
っ
た

か
な
あ
、一人
一匹
ず
つ
の
セ
コ

元
コ
ー
チ
が
語
る「
マ
ー
君
」秘
話

坪
内 

稔
典 

選

白井 良夫
（しらい よしお）
白井建材㈱代表取
締役。田中・坂本
選手の小学生時代
のコーチ、中学生
時代のＰＴＡ会長を
務める。

最
優
秀
賞

も
の
の
け
が
集
う
わ
が
家
の
お
正
月

平
岡
　
恵
佳
（
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
）

「
持
っ
て
い
る
」子
だ
っ
た

一緒に伊丹公論を
作りませんか？

73 年ぶりに復刊を果たした「伊
丹公論」。この伊丹の歴史と文化
を発信する新聞を皆さんの手で
作ってみませんか？参加自由の編
集会議でお待ちしています。お問
い合わせは「ことば蔵」まで

●２月４日（火）18：30～
●3月18日（火）18：30～
●４月１日（火）18：30～

伊丹公論とは
ことば蔵ができる100年前に、宮ノ
前に私設図書館を開設した小林杖
吉氏が昭和11年から昭和15年ま
で発行した新聞。ことば蔵では第
２０号から復刊させ、３ヵ月に１回発
行しています。

昨年１２月に行われた伊丹公論編集会議

募　集！
編集メンバー 小学校６年生時代のマー君（右）

と坂本勇人選手

　「
お
正
月
」
は
正
月
の
神
さ
ま
（
歳
徳
神
）
が
家
に
お
い
で
に
な
っ
て
い
る
、

そ
れ
で
玄
関
に
注
連
飾
り
を
し
ま
す
。
注
連
飾
り
は
神
が
こ
こ
に
お
い
で
で
す

と
い
う
聖
域
標
示
で
す
。
そ
の
正
月
の
神
か
ら
い
た
だ
く
の
が
お
年
玉
、
お
年

玉
は
１
年
間
の
幸
せ
の
結
晶
で
す
。
ま
た
正
月
の
神
さ
ま
と
一
緒
に
雑
煮
を
い

た
だ
き
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
す
が
、
正
月
が
め
で
た
い
の
は
正
月
さ

ま
と
い
う
神
が
お
い
で
に
な
り
、
幸
せ
を
も
た
ら
す
か
ら
。
さ
て
、
今
回
の
入

賞
句
で
す
が
、最
優
秀
句
の
「
も
の
の
け
」
は
正
月
の
神
さ
ん
の
一
種
な
の
で
し
ょ

う
か
。
酔
っ
払
い
の
親
戚
や
知
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
ん
と
な
く
正
月
さ

ま
の
陽
気
な
風
情
。
楽
し
そ
う
で
す
。

正
月
や
則
天
去
私
と
自
問
す
る

 

鳥
越
　
世
史
子
（
伊
丹
市
）

白
味
噌
の
雑
煮
に
馴
れ
て
と
も
し
ら
が

 

稲
本
　
真
由
美
（
伊
丹
市
）

昆
陽
池
に
鴨
の
集
ま
る
お
正
月

 

渡
邉
　
美
保
（
伊
丹
市
）　

村
重
の
話
を
し
よ
う
お
正
月

 

諸
富
　
千
歳
（
伊
丹
市
）

お
正
月
本
の
お
せ
ち
の
こ
と
ば
蔵

 

蔵
　
鉄
男
（
伊
丹
市
）

優
秀
賞


