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祝　

復
刊

　

今
か
ら
七
十
七
年
前
、
昭
和
の
初
期
に
発
行
さ

れ
て
い
た
郷
土
研
究
伊
丹
公
論
が
こ
の
た
び
復
刊

さ
れ
ま
し
た
こ
と
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

先
人
が
、
伊
丹
の
文
化
向
上
を
め
ざ
し
て
作
ら

れ
て
い
た
新
聞
が
、
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
の
一

周
年
を
記
念
し
て
復
刊
さ
れ
た
こ
と
に
、
こ
と
ば

文
化
都
市
伊
丹
の
心
意
気
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
多
く
の
市
民
の
方
々
に
愛
さ
れ
る

新
聞
を
、
末
永
く
発
行
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

お
り
ま
す
。（
談
）

平
成
二
十
五
年
夏

　
　

こ
と
ば
蔵　

名
誉
館
長

　
　
　
　

田

辺

聖

子

「
伊
丹
公
論　

復
刊
に
寄
せ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
丹
市
長
　
藤
原
保
幸

　
「
伊
丹
公
論
」
が
復
刊
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
私
は
と
て
も
嬉
し
く

思
い
ま
す
。

　

伊
丹
市
立
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
が
開
館
す
る
ち
ょ
う
ど
百
年
前
、

宮
ノ
前
に
私
設
図
書
館
を
設
立
さ
れ
た
小
林
杖
吉
さ
ん
と
い
う
篤
志

家
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
方
が
発
行
さ
れ
た
郷
土
研
究
の

新
聞
が
「
伊
丹
公
論
」
で
し
た
。

　

こ
の
新
聞
が
時
を
超
え
て
、今
回
「
こ
と
ば
蔵
」
に
よ
り
復
刊
さ
れ
、

再
び
伊
丹
の
情
報
を
発
信
し
始
め
る
こ
と
に
感
慨
深
い
も
の
を
感
じ

ま
す
。

　
「
伊
丹
公
論
」
が
、
多
く
の
方
々
に
愛
読
さ
れ
、
伊
丹
に
つ
い
て
の

興
味
・
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
情
報
ツ
ー
ル
に
発
展
し
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
「
伊
丹
公
論
」
は
、
昭
和
11
年

１
月
20
日（
77
年
前
）創
刊
さ
れ
た
。

　

編
集
発
行
兼
印
刷
人
は
小
林
杖

吉
で
、
主
幹
は
小
林
丹
城
、
一
面

ト
ッ
プ
の
格
調
高
い
名
文
の
決
意

「
創
刊
の
辞
」
も
小
林
丹
城
と
な

っ
て
い
る
。

　

筆
名
、
小
林
丹
城
。
本
名
、
小

林
杖
吉
。
氏
の
名
前
を
聞
か
れ
た

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
こ
の
人
、
伊
丹
に
と
っ
て
、

宮
ノ
前
に
と
っ
て
、
そ
し
て
図
書

館
「
こ
と
ば
蔵
」
に
と
っ
て
関
わ

り
が
深
い
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
人
だ

っ
た
の
か
。
功
績
を
ふ
り
返
っ
て

み
た
い
。

　

明
治
４
年
に
鳥
取
市
で
生
ま
れ
、

家
業
は
酒
造
業
だ
っ
た
。
偶
然
だ

が
、
こ
こ
か
ら
伊
丹
と
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
早
稲
田
大
学
を
卒
業

し
て
後
に
大
阪
医
学
校
（
現
大
阪

大
学
医
学
部
）
で
教
授
と
な
る
。

し
ば
ら
く
し
て
、
同
校
を
退
職
し

て
出
版
社
で
字
典
類
や
教
科
書
な

ど
の
著
述
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
た
。

著
述
業
の
か
た
わ
ら
伊
丹
市
宮
ノ

前
通
り
に
「
三
余
学
寮
」
な
る
私

塾
を
開
い
て
、
町
内
の
師
弟
に
英

語
・
数
学
・
地
理
・
歴
史
・
簿
記

な
ど
を
教
え
た
。

　

こ
の
人
の
凄
さ
は
、
ま
ず
私
塾

の
月
謝
で
書
籍
類
を
購
入
し
、
明

治
45
年
（
こ
と
ば
蔵
が
で
き
る
100

年
前
）
に
塾
と
併
設
し
て
私
立
図

書
館
を
設
立
し
た
こ
と
だ
。
当
時
、

兵
庫
県
全
体
で
図
書
館
は
15
館
で
、

阪
神
間
で
も
伊
丹
の
ほ
か
は
神
戸

市
立
図
書
館
が
存
在
す
る
だ
け
だ

っ
た
。
そ
の
図
書
館
の
蔵
書
と
し

て
図
書
の
閲
覧
・
貸
し
出
し
を
無

料
奉
仕
で
行
っ
た
。
宮
ノ
前
の
大

恩
人
だ
。

　

大
正
３
年
に
は
巡
回
文
庫
を
開

始
、
蔵
書
は
和
漢
書
、
洋
書
な
ど

４
万
冊
に
の
ぼ
り
、
昭
和
18
年
に

図
書
館
を
閉
館
し
て
蔵
書
は
伊
丹

市
に
寄
贈
し
た
。
伊
丹
の
大
恩
人

だ
。

　
「
伊
丹
公
論
」
は
、
昭
和
15
年

11
月
の
第
19
号
（
73
年
前
）
ま
で

発
刊
さ
れ
た
。
以
後
、
小
林
氏
は

悠
々
自
適
に
郷
土
史
研
究
に
専
念

さ
れ
、
昭
和
32
年
３
月
４
日
、
85

歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
。

　

こ
と
ば
蔵
で
は
、
昨
年
の
三
余

学
寮
復
活
に
続
い
て
、
こ
こ
に
伊

丹
公
論
を
復
刊
さ
せ
、
小
林
丹
城

氏
の
功
績
を
讃
え
た
い
。

伊
丹
公
論
と
は

　

小
林
杖
吉
氏
が
発
行
し
て
い
た

「
郷
土
研
究
伊
丹
公
論
」
は
毎
号

タ
ブ
ロ
イ
ド
版
４
ペ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。

　

内
容
は
厚
く
、
濃
か
っ
た
。
小

林
氏
自
身
も
熱
心
な
郷
土
研
究
家

で
あ
り
、
新
聞
も
「
郷
土
研
究
」

の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
小
林
氏
以

外
も
著
名
な
方
が
寄
稿
さ
れ
て
い

る
。

　
「
郷
土
研
究
伊
丹
公
論
」
は
伊

丹
に
関
す
る
歴
史
研
究
と
と
も
に
、

「
伊
丹
酒
」「
有
岡
八
景
考
」「
郷

土
土
産
品
紹
介
」
な
ど
文
化
的
な

記
事
も
多
い
。

　

ま
た
、
小
林
氏
が
個
人
で
発
行

さ
れ
て
い
た
の
で
有
料
の
新
聞
で
、

硬
派
な
内
容
で
あ
る
。
そ
の
中
に

「
酔
後
録
」
の
よ
う
な
柔
ら
か
い

コ
ー
ナ
ー
も
見
受
け
ら
れ
、
若
干

の
遊
び
心
も
感
じ
ら
れ
る
。

　

今
回
復
刊
さ
せ
る「
伊
丹
公
論
」

は
第
19
号
ま
で
と
同
じ
く
タ
ブ
ロ

イ
ド
版
４
ペ
ー
ジ
で
構
成
し
、
硬

派
な
記
事
と
と
も
に
現
代
風
に
伊

丹
市
立
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
の

情
報
、
伊
丹
市
内
の
情
報
、
４
コ

マ
漫
画
な
ど
柔
ら
か
い
記
事
も
織

り
交
ぜ
て
発
行
し
て
い
き
た
い
。

　

復
刊
号
に
も
掲
載
し
て
い
る
が
、

「
郷
土
土
産
品
紹
介
」「
現
代
人
物

風
景
」「
伊
丹
八
景
」「
伊
丹
俳
壇
」

「
酔
後
録
」
な
ど
も
復
活
さ
せ
て

い
く
。（
綾
野
昌
幸
）

伊
丹
公
論
創
刊
号
の
中
に
「
有
岡

八
景
」
の
記
事
、「
郷
土
土
産
品

紹
介
」
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。

幻
の
郷
土
紙

　
　
　

73
年
ぶ
り
復
刊
果
た
す

右
か
ら
二
人
目
（
椅
子
に
腰
か
け
て

い
る
）
が
小
林
杖
吉
氏
。（
郷
土
研
究

伊
丹
第
17
号
よ
り
）

「
郷
土
研
究
伊
丹
公
論
」
創
刊
号

よ
り
）

今
か
ら
101
年
前
、
伊
丹
に
図
書
館
を
作
っ
た
小
林
杖
吉
（
丹
城
）
は
、「
郷
土
研
究
伊

丹
公
論
」（
の
ち
「
郷
土
研
究
伊
丹
」）
を
昭
和
初
期
に
発
刊
し
た
。
丹
城
の
郷
土
へ
の

愛
着
は
、
時
を
超
え
て
こ
と
ば
蔵
を
誕
生
さ
せ
、
公
論
復
刊
と
い
う
新
た
な
土
壌
に
引

き
継
が
れ
た
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。 復　刊

第 1号
通巻 20号

発
行
所　

伊
丹
市
立
図
書
館
こ
と
ば
蔵

　
　
　
　

伊
丹
市
宮
ノ
前
３
‐
７
‐
４

　
　
　
　

℡
０
７
２
‐
７
８
４
‐
８
１
７
０

編　

集　

伊
丹
公
論
編
集
委
員
会
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摂
津
の
戦
国
大
名
荒
木
村
重

（
１
５
３
５
～
８
６
）。
伊
丹
在
城

は
僅
か
５
年
。
つ
く
づ
く
不
思
議

な
運
命
の
持
ち
主
だ
と
思
う
。

　

明
治
の
教
科
書
に
登
場
す
る
。

（
右
：
挿
絵
）

　

明
治
の
幕
開
け
の
１
８
７
２
年

（
明
治
５
年
）、
政
府
は
国
民
の
す

べ
て
が
学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と

を
目
指
し
学
制
（
教
育
制
度
）
を

発
布
し
た
。
富
国
強
兵
を
唱
え
西

洋
型
教
科
書
を
採
用
し
た
。
し
か

し
そ
の
結
果
、
知
育
優
先
の
弊
害

が
生
ま
れ
日
本
の
国
学
が
疎
か
に

な
っ
た
。

　

明
治
天
皇
は
そ
れ
を
憂
え

１
８
７
８
年
（
明
治
11
年
）
教
学

を
刷
新
、
８
２
年
幼
童
の
た
め
の

修
身
教
育
の
基
本
が
示
さ
れ
る
。

修
身
は
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の

根
源
で
あ
る
。
徳
目
は
20
あ
り
親

の
孝
行
か
ら
始
ま
り
各
目
ご
と
に

解
説
と
例
示
が
つ
け
ら
れ
た
。
そ

の
５
番
目
に
信
義
（
盟
友
）
が
あ

り
、
小
学
３
年
用
に
荒
木
村
重
と

羽
柴
秀
吉
の
逸
話
が
例
示
さ
れ
て

い
る
。

　

大
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

太
閤
秀
吉
織
田
信
長
の
家
臣
た

り
し
時
、
荒
木
村
重
と
い
う
人
と
、

交
り
こ
と
に
深
か
り
き
。

　

た
ま
た
ま
、
信
長
、
讒ざ
ん
げ
ん言
を
信

じ
て
、
村
重
を
殺
さ
ん
と
し
け
れ

ば
、
村
重
お
そ
れ
て
、
信
長
に
そ

む
き
ぬ
。
秀
吉
、
そ
の
讒
言
に
よ

る
こ
と
を
知
り
、
信
長
に
願
ひ
て

村
重
の
も
と
に
行
き
、
さ
ま
ざ
ま
、

言
葉
を
つ
く
し
て
、
そ
の
謀
反
を

思
ひ
と
ま
ら
し
め
ん
と
せ
り
。
そ

の
時
、
村
重
が
家
臣
に
、
秀
吉
を

殺
し
て
、
信
長
の
力
を
そ
が
ん
と

い
ふ
者
あ
り
し
に
、
村
重
答
へ

て
、
汝
が
い
ふ
所
は
、
誠
に
、
わ

が
利
益
な
れ
ど
も
、
我
と
秀
吉
と

は
、
盟
友
の
交
り
と
む
す
べ
る
こ

と
久
し
。
秀
吉
、
今
、
わ
が
家
の

亡
び
ん
と
す
る
を
か
な
し
み
、
わ

ざ
わ
ざ
来
り
て
、
我
を
い
さ
む
。

も
し
之
を
殺
さ
ば
、
是
、
禽
獣
に

も
劣
る
な
り
と
い
ひ
け
り
。
か
く

て
、
秀
吉
に
、
酒
を
す
す
め
、
顔

色
を
や
は
ら
げ
て
、
談
話
を
な
す

こ
と
常
の
如
く
、
秀
吉
の
か
へ
る

時
も
、
家
の
外
ま
で
見
送
り
、
互

い
に
、
別
れ
を
し
み
た
り
き
。

　

そ
の
解
説
に
よ
る
と
、
友
達
は

信
じ
あ
っ
て
良
い
こ
と
は
良
い
と

い
い
、
悪
い
こ
と
は
悪
い
と
は
っ

き
り
諌い
さ

め
あ
っ
て
、
切
磋
琢
磨
し

信
義
の
心
で
交
わ
る
。
友
は
か
く

あ
る
べ
し
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
郷
土
史
研
究
家　

森
本
啓
一
）

「
冴さ
ゆ

る
夜
は　

よ
そ
の
空
に
ぞ　

鴛を

し鴦
も
鳴
く　

凍
り
に
け
り
な　

昆
陽
の
池
水
」

（
西
行
法
師
）

　

こ
の
よ
う
に
、
い
に
し
え
か
ら

歌
枕
と
し
て
詠
ま
れ
て
き
た
昆
陽

池
は
、
天
平
時
代
に
高
僧
行
基
に

よ
っ
て
灌
漑
や
排
水
の
た
め
に
築

造
さ
れ
た
池う
な

溝て

の
一
つ
で
あ
る
。

埋
め
立
て
な
ど
で
当
時
よ
り
か
な

り
狭
く
は
な
っ
て
い
る
が
、
野
鳥

な
ど
の
楽
園
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
関
西
屈
指
の
渡
り
鳥
の
飛
来
地

と
し
て
市
民
は
も
と
よ
り
、
市
外

か
ら
も
多
く
の
人
が
訪
れ
る
公
園

と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
て
、
農
水

省
の
全
国
た
め
池
百
選
に
選
定
さ

れ
て
い
る
。

　

池
の
中
に
日
本
列
島
を
模
し
た

人
工
の
島
が
あ
り
、
伊
丹
空
港
か

ら
離
陸
し
た
直
後
に
飛
行
機
の
窓

か
ら
望
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

又
池
の
周
り
の
「
ふ
る
さ
と
小

径
」
や
そ
の
周
辺
に
は
多
く
の
樹

木
や
水
生
植
物
が
繁
茂
し
、
更
に

昆
陽
池
や
猪
名
野
を
詠
ん
だ
詩
、

短
歌
や
俳
句
な
ど
の
文
学
碑
が
16

基
設
置
さ
れ
て
お
り
、
市
民
の
絶

好
の
散
歩
道
で
あ
る
と
と
も
に
、

野
鳥
も
含
め
て
の
観
察
や
見
学
に

多
く
の
人
が
楽
し
ん
で
い
る
。

　

池
の
北
側
の
畔
に
は
昆
虫
館
が

あ
り
、
温
室
に
は
1000
匹
あ
ま
り
の

蝶
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
こ
の
昆

虫
館
の
ド
ー
ム
状
の
屋
根
の
上
に

沈
む
夕
日
が
水
面
を
黄
金
色
に
輝

か
せ
、
何
と
も
言
え
ず
魅
惑
的
で

市
民
の
投
票
に
よ
り
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
荒
牧
バ
ラ
公
園
を
紹
介

す
る
予
定
）

　

薄
れ
ゆ
く
昭
和
の
記
憶
。

　

伝
え
た
い
記
憶
を
記
録
と
し
て
聞

き
書
き
し
て
お
き
た
い
。

　

一
人
目
は
伊
丹
市
在
住
の
笠
井
智

一
さ
ん
。

　

零
戦
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て 

グ
ア

ム
、
サ
イ
パ
ン
、
ペ
リ
リ
ュ
ー
、
ヤ

ッ
プ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
米
軍
機
と
死

闘
を
繰
り
広
げ
、
最
後
は
343
空
隊
員

と
し
て
、
紫
電
改
に
乗
り
、
本
土
防

空
戦
を
戦
い
抜
い
た
笠
井
智
一
上
等

飛
行
兵
曹
。 

　

背
筋
を
ピ
ン
と
伸
ば
し
、
大
き
な

ハ
キ
ハ
キ
し
た
声
で
身
振
り
手
振
り

を
交
え
つ
つ
話
す
姿
は
と
て
も
88
才

に
は
見
え
な
い
。

　

太
平
洋
戦
争
を
ま
る
で
昨
日
の
事

の
よ
う
に
事
細
か
に
語
っ
て
く
れ
た
。

　

要
旨
は
次
の
通
り
。

＊　
　
　

＊

　

戦
後
68
年
経
ち
ま
し
た
。
今
の
日

本
は
豊
か
な
国
で
幸
福
で
あ
り
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
た
人
が
600
万
人
も
い
る

太
平
洋
戦
争
が
、
ど
ん
ど
ん
忘
れ
去

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
は
絶
対
に
こ
の

戦
争
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
み
ん

な
が
ど
ん
な
に
苦
労
し
た
か
？
そ
れ

を
後
世
に
伝
え
て
も
ら
い
た
い
。
今

日
は
、
二
度
と
戦
争
を
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

わ
た
く
し
は
、
丹
波
篠
山
の
出
身

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
予
科
練
（
旧
海

軍
飛
行
予
科
練
習
生
）
に
昭
和
17
年

の
４
月
に
入
隊
し
、
終
戦
ま
で
空
中

戦
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

入
隊
し
た
ら
簡
単
に
や
め
る
事
は

許
さ
れ
な
い
、
軍
隊
は
そ
ん
な
厳
し

い
も
の
で
し
た
。

　

中
学
２
年
の
時
、
支
那
事
変
の
際

に
空
襲
攻
撃
し
た
母
校
の
先
輩
で
あ

る
小
谷
雄
二
大
尉
の
講
演
を
聞
き
、

こ
れ
か
ら
の
戦
争
は
空
だ
と
思
い
、

予
科
練
を
志
望
し
ま
し
た
。

　

先
生
に
話
す
と
「
お
前
に
は
無
理

だ
、
や
め
て
お
け
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
が
、
か
え
っ
て
発
奮
し
て
受
け
る

事
に
し
ま
し
た
。

　

１
次
試
験
は
Ｊ
Ｒ
元
町
駅
の
北
側

に
あ
る
学
校
。
広
い
校
庭
に
も
の
す

ご
い
数
の
受
験
生
が
集
ま
り
ま
し
た
。

試
験
は
５
日
間
。
叔
母
が
伊
丹
に
い

た
の
で
、
そ
こ
に
泊
ま
り
、
そ
こ
か

ら
通
い
な
が
ら
受
験
し
ま
し
た
。

　

体
力
検
査
、
学
科
試
験
、
口
頭
試

問
な
ど
を
経
て
合
格
。
２
次
試
験
は

広
島
で
３
日
間
。

　

何
万
と
い
う
志
願
者
の
中
で
合
格

者
は
１
０
７
７
人
で
し
た
。

　

昭
和
17
年
４
月
、
甲
種
飛
行
予
科

練
10
期
生
と
し
て
茨
城
県
の
土
浦
空

に
入
隊
し
ま
し
た
。

　

予
科
練
の
間
は
飛
行
機
に
乗
ら
ず
、

一
度
だ
け
も
教
官
が
運
転
す
る
水
上

練
習
機
（
通
称
あ
か
と
ん
ぼ
）
に
乗

り
ま
し
た
。

　

18
年
の
５
月
に
霞
ヶ
浦
空
千
歳
分

遺
隊
へ
。
赤
と
ん
ぼ
に
乗
っ
て
高
度

200
メ
ー
ト
ル
で
操
縦
の
訓
練
。
一
班

５
人
に
教
官
は
１
人
で
し
た
。

　

教
官
は
指
南
棒
と
呼
ば
れ
る
棍
棒

を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
棍
棒
で
後
ろ

か
ら
何
度
も
頭
を
ボ
カ
ー
ン
と
殴
ら

れ
ま
し
た
。

　

単
独
飛
行
訓
練
が
出
来
た
時
は
、

後
ろ
か
ら
殴
ら
れ
る
心
配
が
な
い
嬉

し
さ
の
反
面
、
怖
さ
で
必
死
で
し
た
。

　

普
通
は
１
年
～
１
年
半
の
訓
練
な

の
で
す
が
、
急
速
養
成
で
10
か
月
で

の
卒
業
。

　

卒
業
前
に
上
官
が
「
戦
闘
機
か
爆

撃
機
か
雷
撃
機
か
、
ど
れ
が
い
い
か

希
望
を
出
せ
。」
と
。
も
ち
ろ
ん
、
み

ん
な
戦
闘
機
が
い
い
と
言
い
ま
す
。

で
も
皆
が
戦
闘
機
と
い
う
訳
に
は
い

か
な
い
。
だ
か
ら
戦
闘
機
と
決
ま
っ

た
時
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
徳
島
空
（
徳
島
海
軍
航

空
隊
）
へ
。
北
海
道
の
千
歳
か
ら
汽

車
で
徳
島
ま
で
行
き
ま
し
た
。

　

徳
島
に
着
く
と
恐
ろ
し
い
形
相
で

棍
棒
を
持
っ
た
教
官
が
待
っ
て
い
て
、

私
た
ち
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
ま
し
た
。

　

徳
島
航
空
隊
は
怖
い
ベ
テ
ラ
ン
が

大
勢
い
る
こ
と
で
有
名
で
し
た
。

そ
こ
で
初
め
て
戦
闘
機
に
乗
り
ま
し

た
。

　

離
着
陸
の
訓
練
は
、
な
ん
と
言
っ

て
も
着
陸
が
難
し
い
。
着
陸
に
失
敗

し
て
飛
行
機
を
壊
す
人
も
あ
り
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
中
、
通
常
半
年
訓
練
す
る

と
こ
ろ
を
、
20
日
間
で
卒
業
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
愛
媛
県
の
松
山
海
軍
飛
行

隊
。
２
６
３
（
フ
タ
ロ
ク
サ
ン
）
空

に
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
ニ
ッ
ク
ネ
ー

ム
は
豹
（
ひ
ょ
う
）
部
隊
。

　

19
年
の
２
月
、
初
め
て
の
実
戦
で

サ
イ
パ
ン
へ
。
そ
の
時
、
な
ん
と
半

数
の
仲
間
が
戦
死
し
ま
し
た
。

　

４
月
、
Ｂ
24
の
迎
撃
の
た
め
グ
ア

ム
島
へ
。
八
丈
島
を
過
ぎ
た
ら
、
島

が
な
い
の
で
不
時
着
が
で
き
な
い
、

緊
張
し
な
が
ら
２
時
間
か
け
て
硫
黄

の
匂
い
の
す
ご
い
硫
黄
島
に
着
き
、

燃
料
を
補
給
し
サ
イ
パ
ン
へ
向
か
い

ま
し
た
。

　

太
平
洋
上
で
は
青
い
海
と
白
い
雲

し
か
見
え
ま
せ
ん
。
行
け
ど
も
行
け

ど
も
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
く
地
平

線
を
見
な
が
ら
、
や
は
り
地
球
は
丸

い
ん
や
な
と
感
じ
ま
し
た
。（
続
く
）

（
村
上
有
紀
子
）

郷
土
史
こ
ぼ
れ
話
①

 「
教
科
書
に
載
っ
た

　
荒
木
村
重
」

左から二人目が秀吉、一番右が村重

「平成いたみ八景」
「いたみアピールプラン推進協議会」と市が、市民や訪
れる人に伊丹の魅力を広く知ってもらおうと「平成いた
み八景」を 2005（平成 17）年、市民公募により決定
したもの。
昆陽池公園の他、荒牧バラ公園、伊丹空港、緑ヶ丘公園、
伊丹緑道、みやのまえ文化の郷、長寿蔵、御願塚古墳が
選ばれた。

平
成
い
た
み
八
景
①

「
昆
陽
池
公
園
の
夕
景
」

聞き書きの昭和史

空から見た太平洋戦争（上）

　　元３４３空

　　（第343海軍航空隊）

　　　笠井　智一氏
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伊
丹
公
論
の
片
隅
に
茶
と
い
う

字
と
共
に
写
真
広
告
が
載
っ
て
い

た
。

「
み
ど
り
園
」。

　

言
わ
ず
と
知
れ
た
伊
丹
の
老
舗

茶
舗
で
あ
る
。

　

阪
急
伊
丹
駅
近
く
に
あ
る
本
店

は
昔
は
茶
を
貯
蔵
す
る
蔵
だ
っ
た
。

創
業
は
明
治
35
年
、
大
正
元
年
頃
、

宮
の
前
で
開
業
し
、
今
の
本
店
に

移
っ
た
の
は
35
年
前
。

　

店
主
佐
野
さ
ん
は
伊
丹
の
お
茶

の
歴
史
を
大
事
に
し
て
い
る
。

　

伊
丹
の
茶
の
歴
史
は
古
く
、
か

つ
て
有
岡
城
を
治
め
た
荒
木
村
重

は
「
利
休
七
哲
」
と
呼
ば
れ
、
江

戸
時
代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て

酒
文
化
と
同
じ
く
伊
丹
の
茶
の
湯

文
化
も
花
開
い
た
。

　

そ
の
後
、
近
衛
家
が
領
地
替
え

で
宇
治
か
ら
伊
丹
に
お
茶
を
持
っ

て
来
た
。

　

お
茶
が
武
士
の
嗜
た
し
なか

ら
商
人
の

文
化
、
町
衆
の
文
化
へ
と
推
移
し

た
の
も
こ
の
頃
だ
。

　
「
お
茶
を
通
し
て
文
化
を
伝
え
る

事
、
そ
れ
が
お
茶
の
事
し
か
で
き

な
い
私
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
佐
野
さ
ん
は
熱
く
語
る
。

　

み
ど
り
園
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
こ

だ
わ
り
、
産
地
に
出
向
き
、
生
産

者
か
ら
直
接
購
入
し
乾
燥
さ
せ
る

所
ま
で
自
分
達
で
行
う
と
い
う
。

　

本
店
以
外
に
も
阪
急
駅
ビ
ル
１

階
に
店
舗
が
あ
り
、
併
設
さ
れ
た

喫
茶
室
で
は
目
の
前
で
美
味
し
い

お
茶
を
点
て
て
く
れ
る
。

　

そ
こ
で
佐
野
さ
ん
夫
婦
か
ら
お

茶
の
話
を
ゆ
っ
く
り
聞
く
事
が
で

き
る
の
が
い
い
。

　

息
子
さ
ん
は
宇
治
で
抹
茶
の
修

業
中
、
娘
さ
ん
は
祖
母
と
本
店
で

共
に
茶
道
教
室
を
開
い
て
い
る
。

　

伊
丹
の
お
茶
の
文
化
が
途
切
れ

る
事
な
く
継
承
さ
れ
て
い
く
の
を

頼
も
し
く
思
い
な
が
ら
、
出
し
て

頂
い
た
お
抹
茶
「
有
岡
の
翠
み
ど
り」

を

ず
ず
っ
と
啜す
す

っ
た
。（
村
上
有
紀
子
）

　

伊
丹
に
は
様
々
な
名
産
、名
品
、

銘
菓
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
と
し
て
、
中
満
の
酒
ま
ん
じ
ゅ

う
「
酒
の
露
」
が
あ
る
。
日
本
酒

の
芳
醇
な
香
り
が
す
る
皮
で
十
勝

産
の
漉こ

し
餡あ
ん
を
包
ん
だ
シ
ン
プ
ル

な
ま
ん
じ
ゅ
う
。
何
個
で
も
食
べ

ら
れ
そ
う
な
手
頃
な
サ
イ
ズ
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
老
若
男
女
、
こ

の
味
に
魅
せ
ら
れ
て
フ
ァ
ン
に
な

る
人
も
多
い
。
和
菓
子
を
あ
ま
り

食
べ
な
い
子
供
や
左
党
に
も
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
味
だ
そ
う
だ
。

　

中
満
は
、
昭
和
６
年
４
月
に
、

猪
名
野
神
社
（
宮
ノ
前
）
の
門
前

に
尼
崎
の
本
家
（
今
は
廃
業
）
か

ら
暖の
れ
ん簾

分
け
の
形
で
創
業
、
以
来

今
日
ま
で
そ
の
味
を
守
り
続
け
て

い
る
。
現
在
の
建
物
は
平
成
に
入

っ
て
か
ら
立
て
直
し
た
も
の
で
、

瓦
屋
根
と
石
畳
の
街
並
み
が
か
つ

て
の
門
前
町
の
風
情
を
醸
し
出
し

て
い
る
。

　

酒
の
程
よ
い
香
り
が
防
腐
剤
の

役
割
を
果
た
す
の
か
、
日
持
ち
も

よ
く
、
地
方
発
送
は
も
と
よ
り
、

伊
丹
青
年
会
議
所
（
Ｊ
Ｃ
Ｉ
）
の

海
外
研
修
時
の
お
土
産
と
し
て
、

遠
く
台
湾
で
も
配
ら
れ
た
こ
と
も

あ
る
と
い
う
。

　

そ
ん
な
酒
ま
ん
じ
ゅ
う
の
今
後

に
つ
い
て
、
店
主
の
大
町
さ
ん
は

「
新
し
い
商
品
に
挑
戦
し
な
が
ら

も
、
伝
統
の
良
い
と
こ
ろ
は
守
っ

て
い
き
た
い
」
と
強
く

語
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
満
の
新
し

い
お
菓
子
に
期
待
し
な

が
ら
も
伝
統
の
銘
菓
も

大
い
に
楽
し
み
た
い
。

（
齊
藤
芳
弘
）

　

毎
年
、
こ
れ
を
抜
き
に
し
て
は

夏
を
・
夏
休
み
を
終
わ
れ
な
い
！

　

伊
丹
の
夏
の
風
物
詩
、
と
い
う

か
、「
夏
の
終
わ
り
」
を
告
げ
る

も
の
と
い
う
と
？
「
い
た
み
花
火

大
会
」
と
い
う
方
も
多
い
は
ず
。

今
年
は
、
８
月
24
日
（
土
）
に
開

催
さ
れ
る
。

　

昭
和
56
年
か
ら
開
始
し
、
今
年

で
33
回
目
を
迎
え
る
花
火
大
会

も
、
初
回
は
、「
神
津
夏
祭
花
火

大
会
」
の
名
前
で
開
催
さ
れ
、
打

ち
上
げ
数
は
、
50
発
。
現
在
の

３
５
０
０
に
な
っ
た
の

は
、
平
成
15
年
か
ら
だ

そ
う
。
確
か
に
、
い
つ

の
頃
か
ら
か
見
応
え
が

出
て
き
た
よ
う
な
気

が
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
、

「
い
た
み
華
ご
よ
み
」、

四
季
の
花
々
・
山
々
を

花
火
で
表
現
。

　

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
後
の
、
仕
掛
け

花
火
に
ご
注
目
！
来
年
放
送
予
定

の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
が
、
黒
田

官
兵
衛
を
主
人
公
と
し
た
「
軍
師

官
兵
衛
」
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
ゆ
か
り
の
あ
る
伊
丹
有
岡
城

主
「
荒
木
村
重
」
に
扮
し
た
伊
丹

市
マ
ス
コ
ッ
ト
「
た
み
ま
る
」
が

花
火
に
な
っ
て
登
場
！

　

花
火
は
、
様
々
な
楽
し
み
方
が

出
来
る
。
打
ち
上
げ
場
所
近
く
へ

行
き
、
迫
力
あ
る
花
火
を
愉
し
む

も
良
し
、
少
し
離
れ
て
、
伊
丹
の

酒
を
片
手
に
ゆ
っ
た
り
と
愉
し
む

も
良
し
、
花
火
そ
っ
ち
の
け
で
、

食
を
楽
し
む
も
良
し
。
様
々
な
場

で
、大
い
に
楽
し
ん
で
頂
き
た
い
。

　

こ
の
夏
、
花
火
を
見
逃
し
た
方

に
も
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
！
に
な
る

か
も
。

泥
鰌
鍋

　

昭
和
39
年
９
月
か
ら
40
年
間

「
浜
路
」
を
開
店
し
て
い
た
。

そ
の
頃
は
ク
ー
ラ
ー
が
買
え
な
く

て
扇
風
機
で
お
客
様
に
が
ま
ん
を

し
て
も
ら
っ
て
い
た
。

　

今
迄
一
番
手て

古こ

摺ず

っ
た
の
は
泥ど

鰌じ
ょ
うだ
っ
た
。
泥
鰌
、
ど
じ
ょ
う
、

ど
じ
ゃ
う
、
ど
ぜ
う
、
い
ろ
ん
な

言
い
方
が
あ
る
。

　

泥
鰌
を
背
開
き
に
す
る
時
き
ゅ

き
ゅ
っ
と
泣
く
の
で
あ
る
、
何
と

も
言
え
な
い
気
持
ち
だ
っ
た
。
で

も
商
売
し
ょ
う
ば
い
と
思
い
泥
鰌

を
泣
か
せ
た
の
で
あ
る
。
お
ま
け

に
夏
に
は
子
を
持
っ
て
い
る
、
こ

れ
が
ま
た
美
味
で
あ
る
。
さ
さ
が

き
牛ご
ぼ
う蒡
を
卵
で
と
じ
て
粉
山
椒
を

ふ
り
毎
度
あ
り
が
度
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

で
幼
い
時
は
田
舎
で
は
鰻
、
泥

鰌
が
た
く
さ
ん
い
た
が
川
の
改
修

で
い
な
く
な
っ
た
。

　

得
意
な
の
は
こ
れ
！
泥
鰌
は
油

で
炒
っ
て
擂す

り
鉢ば
ち
で
擂
り
野
菜
の

味
噌
汁
に
擂
っ
た
ど
じ
ょ
う
入
れ

る
ど
じ
ょ
う
汁
で
す
。
コ
ク
が
あ

っ
て
う
ま
い
！

　

思
い
出
に
あ
る
の
は
父
が
作
っ

て
く
れ
た
ど
じ
ょ
う
と
大
豆
の
煮

物
、
も
ち
ろ
ん
私
は
大
豆
ば
か
り

を
食
べ
て
い
た
。　
（
平
き
み
え
）

老舗探訪…
～みどり園～

生前、小林杖吉氏を知る茶商緑園
の佐野喜市氏は、「物静かな学者
肌の人で、店の火鉢に手をあてな
がらお茶を飲んでいつも楽しそう
でした。」と述懐されている。
今も店にある「茶」の看板は寺院
高僧の筆によるもので小林氏から
頂いたものとか。

「郷土研究　伊丹公論」での「みどり園」
の広告…（写真説明）

　

西
田
宏
和
さ
ん
は
、
18
歳
の
頃

か
ら
写
真
の
勉
強
を
は
じ
め
、
平

成
２
年
か
ら
宮
ノ
前
で
西
田
写
真

館
を
営
ん
で
い
る
。
き
っ
か
け
は

「
生
活
の
た
め
」
と
い
う
も
の
の
、

画
家
で
あ
っ
た
お
父
さ
ん
譲
り
の

こ
だ
わ
り
と
確
か
な
技
術
、
対
話

を
大
事
に
す
る
姿
勢
で
顧
客
か
ら

の
信
頼
は
厚
い
。
商
売
を
始
め
た

頃
は
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
採
算
を
度

外
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
時

を
振
り
返
っ
て
「
自
分
が
納
得
い

く
仕
事
し
か
し
な
い
人
や
か
ら
。

や
れ
ば
や
る
ほ
ど
赤
字
や
」
と
奥

さ
ん
は
笑
う
。

　

そ
ん
な
西
田
さ
ん
は
、
毎
年
10

月
に
お
こ
な
わ
れ
る
宮
前
ふ
と
ん

太
鼓
巡
行
を
復
活
さ
せ
た
立
役
者

で
も
あ
る
。
小
さ
い
頃
の
思
い
出

で
あ
る
祭
り
が
、
い
つ
頃
か
ら
か

お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
「
に
ぎ
や
か
さ
を
取
り
戻
し
た

い
」、「
人
を
集
め
よ
う
」
と
ま
ち

の
活
性
化
に
関
わ
る
な
か
で
、
ふ

と
ん
太
鼓
に
想
い
を
寄
せ
た
。「
絶

対
無
理
だ
」
と
言
わ
れ
た
が
、
市

内
外
の
友
人
達
に
声
を
か
け
た
結

果
約
80
人
が
集
ま
り
平
成
10
年
に

第
１
回
を
成
功
さ
せ
た
。「
本
気

で
や
ろ
う
と
思
っ
た
ら
必
ず
協
力

者
が
出
て
く
る
」
と
語
る
。
以
来

一
度
も
ふ
と
ん
太
鼓
を
落
と
す
こ

と
な
く
、
今
日
で
は
130
人
の
担
ぎ

手
が
集
ま
る
（
８
割
以
上
が
伊
丹

市
民
）。
多
く
の
若
者
が
参
加
し
、

祭
り
の
代
表
は
息
子
の
慶
介
さ
ん

に
代
わ
っ
た
。「
若
い
人
が
そ
の

気
に
な
っ
て
、
伊
丹
が
良
く
な
っ

て
い
く
の
は
い
い
こ
と
。
今
は
年

長
者
と
し
て
見
守
る
の
が
役
目
」

と
言
い
な
が
ら
、「
ま
だ
こ
の
辺

り
で
は
新
参
者
や
か
ら
、
も
う

ち
ょ
っ
と
何
か
し
た
い
な
ぁ
」
と

笑
う
。
な
ん
と
も
頼
も
し
い
存
在

で
あ
る
。（
永
井
純
一
）

現代人物
風  景
西田　宏和
（西田写真館館主）

郷土土産品紹介　
～酒の露の巻～

元
お
か
み
の
気
ま
ぐ
れ
コ
ラ
ム

登
場
！

　
村
重
た
み
ま
る

８
月
24
日
に

「
い
た
み
花
火
大
会
」
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◎
最
優
秀
賞

　
就
活
を
放
棄
し
て
み
る
か
た
つ
む
り
　
　
　
　
諸
星
千
綾
（
京
都
市
）

　

今
回
は
９
６
句
の
応
募
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
大
賞
に
選
ん
だ

句
は
、「
就
活
」と
い
う
現
代
の
言
葉
を
季
語「
か
た
つ
む
り（
蝸
牛
）」

と
取
り
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
が
新
鮮
で
面
白
い
。
就
活
な
ん
か
や
め
て

蝸
牛
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
、
そ
れ
で
も
い
い
よ
、
と
い
う
気
分
を

詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
気
分
に
賛
成
！

◎
優
秀
賞

　
レ
ー
ダ
ー
を
い
ず
こ
に
む
け
ん
か
た
つ
む
り

　
か
た
つ
む
り
い
つ
か
二
人
で
住
む
つ
も
り

　
か
た
つ
む
り
こ
こ
は
郷
町
こ
と
ば
蔵

　
か
た
つ
む
り
君
も
や
っ
ぱ
り
充
電
中

　
か
た
つ
む
り
宇
宙
旅
行
は
今
で
し
ょ
う

　
　～

人
を
通
し
て
本
を
知
る
、
本
を

通
し
て
人
を
知
る
「
ビ
ブ
リ
オ
バ

ト
ル
」
～

　

今
回
は
、
こ
と
ば
蔵
人
気
イ
ベ

ン
ト
「
知
的
書
評
合
戦
ビ
ブ
リ
オ

バ
ト
ル
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　
「
ビ
ブ
リ
オ
」
と
は
書
物
な
ど

を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語
由
来
の
言

葉
で
あ
る
。
お
す
す
め
の
本
（
ビ

ブ
リ
オ
）
を
紹
介
（
バ
ト
ル
）
し

合
う
の
が
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
だ
。

　

ル
ー
ル
は
簡
単
。
発
表
者
（
バ

ト
ラ
ー
）
が
テ
ー
マ
に
合
っ
た
お

す
す
め
の
本
を
持
ち
寄
り
、
５
分

間
紹
介
す
る
。
そ
の
後
、
観
客
と

２
～
３
分
間
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

す
る
。
最
後
に
、「
ど
の
本
が
一

番
読
み
た
く
な
っ
た
か
」
を
基
準

に
参
加
者
全
員
で
投
票
し
、
チ
ャ

ン
プ
本
（
優
勝
者
）
を
決
定
す
る

と
い
う
も
の
だ
。

　

こ
と
ば
蔵
で
は
開
館
し
て
か
ら

定
期
的
に
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
開

催
し
て
い
る
。
過
去
の
テ
ー
マ
に

は
「
酒
」
や
「
こ
と
ば
」
と
い
っ

た
伊
丹
に
関
わ
り
の
深
い
も
の

や
、
開
館
時
の
「
新
」、
中
学
生

大
会
の
「
青
春
」
な
ど
様
々
な
テ

ー
マ
で
行
わ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
９
月
に
は
「
鳴
く
虫

と
郷
町
」
と
連
携
し
た
ビ
ブ
リ
オ

バ
ト
ル
を
開
催
す
る
。
テ
ー
マ
は

「
な
く
」。
９
月
15
日
（
日
）
13

時
よ
り
。
バ
ト
ラ
ー
希
望
者
は

こ
と
ば
蔵
一
階
交
流･

貸
室
担

当
ま
で
。（
０
７
２
―
７
８
４
―

８
１
７
０
）

（
小
寺
和
輝
、
熊
田
啓
太
）

　

藁
屋
町
、
魚
屋
町
、
ト
ゲ
な
し

柊
、
行
基
石
、
行
基
鮒
、
七
夕
迎

え
、
綱
引
き
、
麦
わ
ら
音
頭
…
。

　

か
つ
て
伊
丹
は
活
気
溢
れ
る
町

名
が
並
び
、
伝
説
が
信
じ
ら
れ
、

１
年
を
通
し
て
様
々
な
行
事
が
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
伊
丹
の
歴
史
や
風
土
、
人
々

の
生
活
や
信
仰
の
中
で
生
ま
れ
伝

え
ら
れ
て
き
た
。

　

伊
丹
公
論
の
復
刊
に
合
わ
せ

て
、
昔
の
伊
丹
に
思
い
を
馳
せ
て

み
て
は
。

　
「
伊
丹
の
年
中
行
事
」「
伊
丹
の

伝
説　

付･

有
岡
古
続
語
」「
伊

丹
の
民
謡
と
わ
ら
べ
唄
」（
い
ず

れ
も
伊
丹
市
教
育
委
員
会
／
発

行
）（
竿
本
美
紀
）

は
鯖
。
旨
い
！
そ
う
言
え
ば
、
こ

の
店
は
２
月
の
「
Ａ
Ｔ
Ｅ
１
グ
ラ

ン
プ
リ
」
に
焼
き
サ
バ
寿
司
で
決

勝
大
会
に
も
出
て
た
な
。
伊
丹
は

ア
テ
も
旨
い
。

▼
ま
ち
を
編
む

　

乾
杯
編
と
い
う
こ
と
で
夢
を
語

ろ
う
。

　

三
浦
し
を
ん
著
の
「
舟
を
編
む
」

を
読
ん
だ
。
映
画
も
観
た
。
拙
者

は
実
は
ま
ち
づ
く
り
関
係
の
仕
事

を
し
て
い
る
。
ま
ち
づ
く
り
に
置

き
換
え
る
と
「
ま
ち
を
編
む
」「
ま

ち
の
編
み
人
」
…
「
編
む
」
っ
て

い
い
こ
と
ば
だ
。

　
「
舟
を
編
む
」
は
辞
書
を
編
纂
す

る
人
達
の
話
。
今
、
伊
丹
の
ま
ち

は
多
く
の
方
が
編
ん
で
い
る
。

▼
夢
に
乾
杯
！

　

さ
て
、
拙
者
の
夢
だ
が
、
こ
の

伊
丹
が
い
っ
た
い
ど
う
な
れ
ば
い

い
か
。
個
人
的
な
思
い
を
語
ろ
う
。

こ
の
伊
丹
公
論
復
刊
も
そ
う
だ
し
、

三
余
学
寮
復
活
も
そ
う
。
か
つ
て
、

伊
丹
に
根
付
い
た
歴
史
に
注
目
し

た
。
ま
ち
づ
く
り
は
ス
ト
ー
リ
ー

が
あ
る
と
な
お
面
白
い
。

　

こ
の
伊
丹
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
か

ら
夢
を
紐
解
く
。
江
戸
期
の
伊
丹

は
文
人
墨
客
の
往
来
が
頻
繁
だ
っ

た
。
伊
丹
の
酒
を
目
当
て
に
来
た

人
も
多
い
と
聞
く
。

　

そ
ん
な
江
戸
期
の
ま
ち
が
再
現

で
き
た
ら
な
、
と
思
う
。
伊
丹
の

酒
、
美
味
し
い
料
理
を
味
わ
い
に

多
く
の
人
が
訪
れ
て
ま
ち
を
食
べ

歩
く
…
毎
日
が
バ
ル
だ
…
そ
ん
な

ま
ち
に
な
れ
ば
…
と
思
う
。

　

そ
ん
な
夢
を
見
な
が
ら
今
宵
も

ま
ち
へ
、
く
り
出
す
。
今
日
も
浴

び
る
ほ
ど
。　
　

　
と
き
わ
喜
多

“
乾
杯
編
”

▼
祝
杯

　

い
や
～
め
で
た
い
、め
で
た
い
！

何
が
め
で
た
い
か
っ
て
？

　

そ
り
ゃ
73
年
振
り
に
小
林
丹
城

氏
の
想
い
を
乗
せ
た
「
伊
丹
公
論
」

が
復
刊
だ
♪
そ
し
て
、
こ
の
酔
後

録
も
復
活
！
ぜ
ひ
、
100
号
目
指
し

て
頑
張
っ
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ

だ
。
も
ち
ろ
ん
、日
本
酒
で
祝
杯
だ
。

▼
酔
後
録

　

筆
者
も
伊
丹
生
ま
れ
、
伊
丹
育

ち
で
無
類
の
酒
好
き
だ
。
酒
に
は

こ
だ
わ
っ
て
書
い
て
い
き
た
い
。

　

昨
日
も　

伊
丹
で
飲
ん
だ
。
肴

伊　

丹　

俳　

壇　
　
　

坪
内
稔
典
選

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。

こ
の
度
「
伊
丹
公
論
」
を
復
刊
さ
せ
る
に
あ
た
り
、

名
物
コ
ー
ナ
ー
の
一
つ
で
あ
る
「
伊
丹
俳
壇
」
も
復

活
さ
せ
た
。
夏
に
発
刊
と
い
う
こ
と
で
兼
題
は
「
か

た
つ
む
り
」
と
な
っ
た
。

　

全
部
で
96
の
応
募
作
品
が
あ
り
、
遠
方
か
ら
は
福

島
県
い
わ
き
市（
電
子
申
請
）か
ら
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

年
齢
も
８
歳
か
ら
93
歳
と
幅
広
く
、
俳
句
へ
の
関
心

の
高
さ
が
う
か
が
え
た
。

　

今
後
も
「
こ
と
ば
文
化
都
市　

伊
丹
」
と
し
て
「
伊

丹
俳
壇
」
は
継
続
し
て
い
く
。
次
回
の
兼
題
は
「
柿
」。

　

問
い
合
わ
せ
は
伊
丹
市
立
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」

交
流
・
貸
室
担
当　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
７
２
ー
７
８
４
ー

８
１
７
０

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。

ニ
ュ
ー
ス

伊
丹
本
（
伊
丹
に
関
わ
る
本
）
紹
介

酔
　
後
　
録

「郷土研究伊丹公論」の酔語録


