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ぜ
酸
素
を
供
給
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
蔵

人
た
ち
は
寒
い
酒
蔵
で
睡
魔
と
戦
い
な

が
ら
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
も

と
か
き
唄
」
は
実
家
の
温
か
い
布
団
で
寝

て
い
た
こ
ろ
を
思
い
出
す
よ
う
な
歌
詞
に

な
っ
て
い
る
。

　

夜
中
起
き
し
て
酛も
と

か
く
時
は

　
　

親
の
う
ち
で
の
こ
と
思
う

　
　

親
の
う
ち
で
は
朝
寝
の
罰ば
ち

で

　
　

今
は
初
夜
起
き
夜
中
起
き

　

次
に
、
酒
母
に
新
し
い
蒸
し
米
と
麹
と

水
を
加
え
て
い
く
「
も
ろ
み
仕
込
み
」
の

工
程
に
入
る
と
、
杜
氏
た
ち
が
体
を
清
め

て
作
業
に
と
り
か
か
る
と
き
に
「
風
呂
上

が
り
唄
」
が
歌
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
工
程

は
３
回
に
分
け
て
行
わ
れ
、
そ
の
最
後
に

歌
わ
れ
た
の
が
「
仕
舞
い
唄
」
だ
。
伊
丹

や
池
田
の
地
名
が
歌
詞
に
登
場
し
、
花
街

で
遊
ぶ
蔵
人
た
ち
が
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

池
田
伊
丹
の
慣
い
か
な
れ
ど

　
　

如
何
な
店
に
も
葭よ
し

す
だ
れ

業
。
酒
造
り
に
使
う
桶
や
小
道
具
な
ど
を

す
べ
て
熱
湯
で
洗
い
流
し
て
い
た
。
そ
の

と
き
に
歌
わ
れ
た
の
が
「
秋
洗
い
の
唄
」

だ
。（
歌
詞
は
抜
粋
）

　

朝
も
早は
よ

か
ら
井
筒
に
も
た
れ

　
　

や
つ
れ
せ
ぬ
か
と
水
鏡

　
　

丹
波
出
て
か
ら
早
や
今
日
で
二
十
日

　
　

思
い
出
し
ま
す
妻
や
子
を

　

家
族
と
離
れ
て
伊
丹
へ
出
て
き
た
ば
か

り
と
あ
っ
て
、
蔵
人
た
ち
の
寂
し
さ
が
歌

詞
に
も
に
じ
み
出
て
い
る
。

　

蒸
し
米
に
麹
と
水
を
加
え
て
す
り
潰
す

「
も
と
（
酒
母
）
す
り
」
を
経
て
「
も
と

か
き
」
の
工
程
に
入
る
と
、
蔵
人
は
交
代

で
夜
中
に
起
き
て
き
て
、
も
と
を
か
き
混

　

当
時
、
酒
造
り
は
冬
季
に
行
わ
れ
て
お

り
、
農
閑
期
に
丹
波
（
現
在
の
篠
山
市
や

そ
の
周
辺
）
か
ら
出
稼
ぎ
に
く
る
労
働
者

が
伊
丹
の
酒
造
業
を
支
え
て
い
た
。

重
要
な
役
目
を
も
っ
て
い
た
酒
造
り
唄

　

酒
造
り
唄
は
、
蔵
人
が
作
業
に
集
中
し

た
り
、
蔵
人
の
長
で
あ
る
杜
氏
が
組
織
の

統
制
を
は
か
る
一
助
と
な
っ
て
い
た
が
、

も
う
一
つ
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

蔵
人
た
ち
は
酒
造
り
の
各
工
程
で
、
メ
イ

ン
の
作
業
を
す
る
者
と
、
道
具
や
材
料
を

作
業
の
進
捗
に
合
わ
せ
て
準
備
す
る
者
と

に
分
か
れ
て
お
り
、
前
者
は
材
料
を
混
ぜ

る
時
間
な
ど
を
唄
で
計
り
、
後
者
は
聞
こ

え
て
く
る
唄
で
次
の
準
備
の
タ
イ
ミ
ン
グ

を
計
っ
て
い
た
。
両
者
の
呼
吸
を
合
わ
せ

る
た
め
に
、
酒
造
り
唄
は
不
可
欠
だ
っ
た

の
だ
。

歌
詞
に
表
れ
る
蔵
人
の
心
情

　

晩
秋
に
蔵
入
り
し
た
蔵
人
た
ち
が
最
初

に
取
り
組
む
の
は
桶
洗
い
と
呼
ば
れ
る
作

日
本
一
だ
っ
た
伊
丹
の
酒
造
業

　

鴻
池
稲い

な

り荷
祠し

碑ひ

（
市
文
化
財
）
に
よ
る
と
、
慶

長
５
年
（
１
６
０
０
）、
戦
国
武
将
、
山
中
鹿
し
か
の
す
け介

の
子
、
山
中
新
右
衛
門
幸
元
が
こ
れ
ま
で
の
に
ご

り
酒
か
ら
清
酒
を
大
量
に
醸
造
す
る
技
術
を
開
発

し
た
。日
本
酒
の
産
業
革
命
だ
っ
た
。こ
れ
を
も
っ

て
伊
丹
市
は
、清
酒
発
祥
の
地
を
標
榜
し
て
い
る
。

　

酒
蔵
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
有
岡
城
の
城
下

町
、
伊
丹
郷
町
だ
っ
た
。
酒
造
家
た
ち
は
清
酒
を

大
消
費
地
の
江
戸
へ
出
荷
、
そ
の
味
が
評
判
を
呼

ん
で
伊
丹
酒
は
う
ま
い
酒
の
代
名
詞
と
な
り
、
中

に
は
幕
府
の
「
御
免
酒
」
に
選
ば
れ
る
銘
柄
も
。

江
戸
後
期
、
同
じ
摂
津
国
の
灘
に
そ
の
座
を
譲
る

ま
で
日
本
一
の
生
産
量
を
誇
っ
た
。

　

池
田
と
そ
の
周
辺
の
文
化
人
た
ち
に
よ

る
サ
イ
ン
帳
の
よ
う
な
文
書
の
中
に
本
紙

の
創
刊
者
、
小
林
丹
城
（
本
名
・
杖
吉
）

の
書
と
絵
が
あ
る
と
聞
き
、
池
田
市
立
歴

史
民
俗
資
料
館
を
訪
ね
た
。
現
存
す
る
丹

城
の
資
料
の
中
で
絵
は
極
め
て
珍
し
い
。

　

そ
の
文
書
は
蝸か

牛
ぎ
ゅ
う

廬ろ

文ぶ
ん

庫こ

（
三
）
書
画

冊　

玄げ

ん

圃ぽ

帖
ち
ょ
う

と
い
う
。
蝸
牛
廬
文
庫
は
、

池
田
の
郷
土
史
家
で
漢
詩
人
の
林
田
良
平

の
書
斎
号
だ
。
林
田
は
「
伊
丹
公
論
」
に

も
た
び
た
び
寄
稿
し
て
い
た
。

　

玄
圃
と
は
、
中
国
の
伝
説
で
崑こ
ん

崙ろ
ん

山ざ
ん

の

山
頂
に
あ
る
仙
人
が
住
む
と
こ
ろ
。
そ
の

名
を
冠
し
た
の
は
、
文
化
人
た
ち
を
理

想
郷
に
住
む
仙
人
に
な
ぞ

ら
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
書

や
絵
は
昭
和
26
年
～
昭

和
28
年
（
１
９
５
１
～

１
９
５
３
）
に
書
か
れ
て

お
り
、
明
治
に
生
ま
れ
昭

和
初
期
に
活
躍
し
た
大
阪

や
兵
庫
の
俳
人
、
歌
人
、

漢
詩
人
が
多
い
。
阪
急
東

宝
グ
ル
ー
プ
の
創
業
者
、
小
林
一
三
も
言

葉
を
寄
せ
て
い
る
。

　

丹
城
の
描
い
た
カ
ニ
は
２
匹
。
墨
の
濃

淡
を
効
か
せ
、
動
き
回
る
カ
ニ
の
姿
を
表

現
し
て
い
る
。
当
時
、
80
歳
前
後
と
は
思

え
な
い
達
者
な
筆
遣
い
だ
。
絵
の
上
に
は

「
横
行
自
在
」
と
、
こ
れ
も
見
事
な
筆
致

で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。

　

小
林
丹
城
は
鳥
取
市
出
身
。
そ
の
鳥
取

は
カ
ニ
の
水
揚
げ
量
日
本
一
を
誇
る
。
こ

の
カ
ニ
は
サ
ワ
ガ
ニ
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
故
郷
へ
の
思
い
も
託
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。　

　

日
本
各
地
に
蟹
坊
主
と
い
う
妖
怪
伝
説

が
伝
わ
る
が
、
一
説
で
は
蟹
坊
主
が
死
ん

だ
後
、
亡
骸
か
ら
千
手
観
音
が
現
れ
た
と

い
う
。
丹
城
は
、
自
身
を
在
家
信
者
で
あ
る

こ
と
を
表
す
「
丹
城
居
士
」
と
記
し
て
お
り
、

カ
ニ
に
仏
を
重
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
余
談
だ
が
、
同
じ
く
鳥
取
出
身
の
水
木

し
げ
る
も
蟹
坊
主
を
描
い
て
い
る
。

　

ほ
か
に
伊
丹
ゆ
か
り
の
人
物
と
し
て

は
、柿
衞
文
庫
創
設
者
、岡
田
柿
衞（
本
名
・

利
兵
衞
）
が
「
仰
向
い
て　

と
ら
ば
や
と

思
ふ　

柿
探
が
す
」と
い
う
句
を
寄
せ
た
。

こ
の
句
は
、
市
長
職
を
退
き
、
聖
心
女
子

大
学
教
授
に
就
任
す
る
60
歳
前
後
に
書
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
常
日
頃
、
柿
の
美

し
さ
を
楽
し
ん
で
い
た
柿
衞
ら
し
い
一
句

で
あ
る
。　

　

近
世
は
、
池
田
も
酒
造
り
が
盛
ん
で
酒

造
家
た
ち
が
地
域
文
化
の
担
い
手
と
な
っ

て
い
た
。
同
資
料
館
の
髙
野
弥
和
子
学
芸

員
は
「
池
田
と
伊
丹
の
文
化
人
た
ち
の
交

流
が
伺
え
る
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
」

と
語
っ
て
い
た
。

（
丸
晴
子
）

　
江
戸
時
代
、
酒
の
ま
ち
と
し
て
大
い
に
栄
え
た
伊
丹
の
酒
蔵
で
醸
造
に
携
わ
っ
た
の
は
日
本
３

大
杜と
う

氏じ

の
一
つ
、
丹
波
杜
氏
と
配
下
の
蔵く
ろ

人う
ど

た
ち
だ
。
彼
ら
が
酒
蔵
で
歌
っ
た
、
伊
丹
の
「
酒
造

り
唄
」
は
、
機
械
化
の
波
の
中
で
次
第
に
歌
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
保
存
活
動
に
取
り

組
む
丹
波
杜
氏
た
ち
に
よ
っ
て
復
活
、
今
年
10
月
５
日
、
こ
と
ば
蔵
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　

伊
丹
三
本
松
尾
の
な
い
狐

　
　

私
も
二
、
三
度
だ
ま
さ
れ
た

酒
蔵
跡
地
だ
っ
た
こ
と
ば
蔵
で
復
活

　

酒
造
り
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
酒
造
り
唄

は
戦
後
、
温
度
や
時
間
が
機
械
で
管
理
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
市
の
酒
蔵
で
は
昭

和
40
年
（
１
９
６
５
）
ご
ろ
か
ら
歌
わ
れ

な
く
な
っ
た
。

　

設
立
120
余
年
に
な
る
「
丹
波
杜
氏
組

合
」
の
有
志
は
、
丹
波
杜
氏
の
酒
造
り
文

化
や
酒
造
り
唄
を
伝
承
す
る
た
め
「
丹

波
流
酒
造
り
唄
保
存
会
」
を
平
成
19
年

（
２
０
０
７
）
に
結
成
。
10
周
年
の
節
目

と
な
る
今
年
、
こ
と
ば
蔵
で
「
復
活
！
伊

丹
の
酒
造
り
唄
」
と
銘
打
ち
、
酒
造
り
の

道
具
を
実
際
に
使
い
な
が
ら
、
伊
丹
の
酒

造
り
唄
を
披
露
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

と
ば
蔵
は
江
戸
時
代
、
銘
酒
「
剣
菱
」
の

酒
蔵
が
あ
っ
た
場
所
に
建
て
ら
れ
て
お

り
、
清
酒
と
の
縁
が
深
い
。

　

こ
れ
ま
で
県
内
で
は
、
日
本
酒
関
係
の

イ
ベ
ン
ト
で
「
灘
の
酒
造
り
唄
」
が
歌
わ

れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
伊
丹
の
酒
造
り

唄
が
歌
わ
れ
る
の
は
初
め
て
。「
復
活
！

伊
丹
の
酒
造
り
唄
」
に
出
演
す
る
同
会

の
湊
み
な
と

洋ひ
ろ

志し

さ
ん
（
44
）
は
「
今
回
の
イ

ベ
ン
ト
を
機
に
、
伊
丹
の
酒
造
り
唄
や

酒
文
化
を
広
め
て
継
承
し
た
い
。当
時
、

江
戸
へ
酒
を
輸
送
す
る
た
め
に
鴻
池
の

酒
蔵
か
ら
駄
六
川
沿
い
の
港
町
ま
で
酒

樽
を
運
ん
だ
ル
ー
ト
を
巡
る
ツ
ア
ー
な

ど
も
、
い
つ
か
企
画
し
て
み
た
い
」
と

話
し
て
い
る
。

　

酒
蔵
か
ら
酒
造
り
唄
が
聞
こ
え
て
く

る
と
冬
の
到
来
を
感
じ
て
い
た
、
か
つ

て
の
伊
丹
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
い
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

「
復
活
！
伊
丹
の
酒
造
り
唄
」
は
午

後
２
時
か
ら
１
階
交
流
フ
ロ
ア
で
開

催
。
唄
だ
け
で
な
く
尺
八
や
三
味
線
な

ど
の
邦
楽
演
奏
も
花
を
添
え
ま
す
。
ま

た
、
昭
和
57
年
（
１
９
８
２
）
に
市
が

選
定
し
た
「
伊
丹
酒
音
頭
」
も
披
露
さ

れ
ま
す
。
参
加
無
料
。
詳
し
く
は
こ

と
ば
蔵
交
流
事
業
担
当
（
☎
072
・
784
・

８
１
７
０
）
へ
。

小林丹城が寄せた言葉

もとおろし作業の風景

『日本山海名産図会』より

もとすり作業を再現しながら「酒造り唄」を歌う保存会のメンバー＝旧岡田家住宅で

小
林
丹
城
の
絵
が
あ
っ
た

達
者
な
筆
遣
い
で
カ
ニ
の
姿

伊丹の「酒造り唄」50年ぶり復活

清酒発祥の地・伊丹の文化継承へ

池田市立歴史

民俗資料館
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復 刊

　

そ
の
は
が
き
に
は
、「
あ
の
歌
は
先
日

大
阪
の
友
人
か
ら
白
雪
を
送
っ
て
く
れ
る

約
束
で
し
た
の
で
そ
れ
を
待
ち
な
が
ら
詠

ん
だ
も
の
で
し
た
。
程
な
く
そ
れ
は
到
着

し
て
久
し
ぶ
り
に
な
つ
か
し
い
白
雪
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
内
容

が
書
か
れ
て
い
た
。

　

牧
水
が
白
雪
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を

知
っ
た
伊
丹
小
西
本
店
（
現
小
西
酒
造
）

が
礼
状
を
送
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
返
礼

文
で
は
な
い
か
と
、
同
博
物
館
で
は
推
定

し
て
い
る
。「
あ
の
歌
」
と
は
白
雪
の
歌

で
あ
り
、
友
人
か
ら
白
雪
の
酒
が
届
く
の

を
心
待
ち
に
し
て
い
た
と
い
う
内
容
。
ま

た
、
歌
の
中
に
具
体
的
な
銘
柄
が
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
牧
水
が
白
雪
を
た

い
そ
う
好
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え

る
。

　

酒
聖
と
い
わ
れ
た
牧
水
。
急
性
腸
胃
炎

兼
肝
臓
硬
変
症
で
満
43
歳
と
い
う
そ
の
短

い
生
涯
を
終
え
た
と
さ
れ
る
彼
が
最
後
に

詠
ん
だ
の
は
「
酒
ほ
し
さ
ま
ぎ
ら
は
す
と

て
庭
に
出
で
つ
庭
草
を
抜
く
こ
の
庭
草

を
」
と
い
う
、
や
は
り
酒
に
つ
い
て
の
歌

で
あ
っ
た
。
ま
た
多
年
に
わ
た
る
ア
ル

コ
ー
ル
の
摂
取
に
よ
り
、
夏
の
暑
い
時
期

に
亡
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
後

し
ば
ら
く
死
臭
が
無
か
っ
た
と
い
う
逸
話

ま
で
あ
る
。

　

白
雪
ブ
ル
ワ
リ
ー
ビ
レ
ッ
ジ
長
寿
蔵

シ
ョ
ッ
プ
（
中
央
３
）
の
前
に
は
、
牧

水
の
歌
碑
が
あ
る
（
昭
和
61
年
３
月
建

立
）。
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
白
雪
の
歌
の

一
つ
「
手
に
と
ら
ば
消
な
む
し
ら
雪
は
し

け
や
し
こ
の
白

雪
は
わ
が
こ
こ

ろ
焼
く
」（
手

に
取
る
と
す
ぐ

に
消
え
て
し
ま

う
と
思
わ
れ
る

白
雪
は
、
私
の

心
を
焦
が
さ
ず

に
は
お
か
な
い

の
だ
）
と
い
う

歌
で
あ
る
。
牧

水
と
伊
丹
の
繋
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

牧
水
が
好
ん
だ
白
雪
は
、
今
も
伊
丹
で

醸
造
さ
れ
愛
飲
家
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

秋
は
お
酒
が
美
味
し
く
な
る
季
節
で
あ

る
。

　

前
号
に
続
き
、
軍
行
橋
の
い
わ
れ
に
つ
い
て

書
く
。
明
治
維
新
後
、
日
本
政
府
は
陸
軍
の
近

代
化
を
急
ぐ
た
め
、
ド
イ
ツ
に
兵
学
の
教
官
を

要
請
し
た
。
選
ば
れ
て
来
日
し
た
の
が
、
ク
レ

メ
ン
ス
・
Ｗ
・
Ｊ
・
メ
ッ
ケ
ル
（
１
８
４
２
～

１
９
０
６
）
で
あ
る
。
岡
田
利
兵
衞
氏
は
、
前

号
で
軍
行
橋
の
い
わ
れ
に
触
れ
て
「
マ
イ
ケ
ル

将
軍
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
ド
イ
ツ
語
読

み
だ
と
メ
ッ
ケ
ル
が
正
し
い
よ
う
だ
。

　

メ
ッ
ケ
ル
が
在
職
し
た
明
治
18
～
21
年

（
１
８
８
５
～
１
８
８
８
）
以
降
、
日
本

陸
軍
の
大
改
革
が
行
わ
れ
る
。
メ
ッ
ケ
ル

は
、
２
度
参
謀
本
部
の
幹
部
を
連
れ
て
来

伊
、
軍
行
橋
か
ら
石
橋
玉
坂
に
か
け
て
演

習
を
重
ね
た
よ
う
だ
。
伊

丹
公
論
第
２
号
（
昭
和
11

年
２
月
27
日
）
の
名
物
コ

ラ
ム
「
酔
後
録
」
に
、メ
ッ

ケ
ル
の
関
連
記
事
が
見
え

る
。
筆
者
の
「
む
か
い
生
」

は
、
初
代
町
長
小
西
新
二

郎
氏
の
息
子
で
、
同
氏
宅

に
は
大
阪
鎮
台
司
令
官
な

ど
の
大
物
が
宿
泊
、
大
山

巌
や
乃
木
希
典
ら
も
訪
れ

た
。
メ
ッ
ケ
ル
の
宿
舎
は
、
紙
屋
の
八
尾

八
左
衛
門
宅
だ
っ
た
。

　

ま
た
町
立
伊
丹
小
学
校
誌
に
も
、
明
治

20
年
３
月
30
日
「
陸
軍
参
謀
演
習
ニ
付
」

将
校
四
五
拾
名
が
当
町
に
滞
在
、
講
堂
を

専
用
使
用
し
た
こ
と
や
「
演
習
ハ
軍
議
秘

密
ニ
」
つ
き
、
や
む
な
く
学
校
は
臨
時
休

校
。
父
兄
に
理
由
が
説
明
で
き
ず
や
き
も

き
し
た
こ
と
、期
間
は
１
週
間
に
及
ん
だ
、

な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
明
治
24
年
10
月
の
石
橋
村
付
近

の
演
習
は
、
公
開
さ
れ
生
徒
が
遠
足
を
兼

ね
見
学
に
い
っ
た
。
明
治
44
年
の
大
演
習

に
は
、
東
宮
殿
下
（
後
の
大
正
天
皇
）
が

観
閲
さ
れ
、
む
し
ろ
の
上
に
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
孫
を
抱
い
て
座
り
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー

ト
の
紳
士
が
ワ
イ
ワ
イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
見
る

中
、
地
元
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
と
新

聞
は
伝
え
て
い
る
。
１
万
人
の
兵
が
参
加

し
、
猪
名
川
を
水
し
ぶ
き
を
上
げ
て
騎
馬

が
走
り
砲
声
は
殷い
ん

々い
ん

こ
だ
ま
し
た
。

　

そ
れ
く
ら
い
、
軍
行
橋
を
中
心
に
猪
名

野
笹
原
の
北
摂
一
帯
は
、
絶
好
の
演
習
場

所
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

メ
ッ
ケ
ル
の
伊
丹
で
の
楽
し
い
逸
話
が

残
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
も
葉
巻
を
く
ゆ
ら

し
白
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
そ
の
メ
ッ

ケ
ル
が
按
摩
を
し
て
も
ら
っ
た
。
非
常
に

気
に
入
り
ド
イ
ツ
へ
連
れ
て
い
く
と
言
い

出
し
た
。
昆
陽
口
の
「
安
」
と
い
う
。
そ

の
「
安
」
が
神
戸
で
初
め
て
広
い
海
や
黒

船
を
見
て
び
っ
く
り
し
て
早
々
逃
げ
帰
っ

た
。
そ
の
後
、
安
は
ド
イ
ツ
按
摩
で
名
を

売
っ
た
と
い
う
。酔
語
録
は
実
に
楽
し
い
。　

（
郷
土
史
研
究
家
　
森
本
啓
一
）

郷
土
史

  

こ
ぼ
れ
話

17

メッケル将軍と伊丹
若
山
牧
水
の
自
筆
礼
状
発
見

酒
聖
が
こ
よ
な
く
愛
し
た
伊
丹
の
「
白
雪
」

　

こ
と
ば
蔵
は
、
第
５
回

「
日
本
一
短
い
自
分
史
」

の
テ
ー
マ
を
「
は
じ
め
て

の
挑
戦
」
と
決
め
、
作
品

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

応
募
作
品
の
中
か
ら
大

賞
１
作
品
、
秀
作
３
作
品

を
選
び
、
大
賞
作
品
は
本

紙
復
刊
第
19
号
に
全
文
掲

載
し
ま
す
。

　

作
品
は
未
発
表
の
も
の

で
、タ
イ
ト
ル
15
字
以
内
、

本
文
800
字
以
内
と
し
ま

す
。
作
品
を
手
書
き
ま
た

は
印
刷
し
た
紙
に
住
所
、

氏
名
（
ふ
り
が
な
）、
生

年
月
日
、
電
話
番
号
を
記

載
し
、
平
成
30
年
１
月
７

日
（
必
着
）
ま
で
に
直
接

来
館
か
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク

ス
、
電
子
メ
ー
ル
で
こ
と

ば
蔵
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

テーマは「はじめての挑戦」
第 5 回「日本一短い自分史」作品募集

牧水が伊丹小西本店へ宛てた自筆はがき

牧水の歌が刻まれた歌碑

＝伊丹市中央３丁目

大正 14年（1925）頃の牧水＝国立国会
図書館デジタルコレクションより転載

陸
軍
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
メ
ッ
ケ
ル
将
軍
＝
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
転
載

ツアーガイドを務める追手門学院大の学生たち

宮本輝作品の舞台をめぐる

「泥の河ツアー」参加者募集

蔵出
し

ニュ
ース蔵出
し

ニュ
ース

　

こ
と
ば
蔵
は
、
市
内
在
住
の
芥
川
賞

作
家
で
伊
丹
大
使
、
宮
本
輝
さ
ん
の
デ

ビ
ュ
ー
作
「
泥
の
河
」
の
舞
台
を
め
ぐ

る「
泥
の
河
ツ
ア
ー
」を
９
月
23
日（
土
）

に
開
催
し
ま
す
。

　

「

泥

の

河

」

は
、

昭

和

52

年

（
１
９
７
７
）
に
小
説
の
新
人
賞
で
あ

る
「
太
宰
治
賞
」
を
受
賞
し
た
作
品
。

昭
和
56
年
に
は
小
栗
康
平
監
督
に
よ
っ

て
映
画
化
さ
れ
、
翌
年
の
日
本
ア
カ
デ

ミ
ー
賞
で
優
秀
作
品
賞
、
最
優
秀
監
督

賞
な
ど
を
受
賞
、名
作
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
ツ
ア
ー
で
は
、
舞
台
と
な
っ
た
大

阪
の
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
が
合
流
す
る

辺
り
を
中
心
に
、
主
人
公
の
少
年
が
過

ご
し
た
場
所
を
た
ど
り
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
役
は
、
宮
本
輝
さ
ん
の
母
校

で
あ
る
追
手
門
学
院
大
（
大
阪
府
茨
木

市
）
の
学
生
ら
。
参
加
費
無
料
（
交
通

費
別
）。
電
話
ま
た
は
来
館
で
事
前
申

し
込
み
が
必
要
（
先
着
20
人
）。

◇　
　
　
　
　

◇

宮
前
ま
つ
り
の
日
に

伊
丹
の
ス
ー
パ
ー
キ
ッ
ズ
集
結

　

こ
と
ば
蔵
は
、
全
国
を
舞
台
に
活
躍

す
る
伊
丹
の
小
・
中
学
生
や
高
校
生
が

特
技
を
披
露
す
る
「
宮
前
ま
つ
り
ス
ー

パ
ー
キ
ッ
ズ
シ
ョ
ー
」
を
10
月
８
日

（
日
）
午
後
１
時
半
に
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
無
料
。
当
日
、
直
接
こ
と
ば
蔵

１
階
交
流
フ
ロ
ア
へ
。
詳
し
く
は
こ
と

ば
蔵
交
流
事
業
担
当
（
電
話
072
・
784
・

８
１
７
０
）
へ
。

　
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
、
宮
崎
県
出
身
の
国
民
的
歌
人
、

若
山
牧
水
（
１
８
８
５
年
〜
１
９
２
８
年
）
は
、
酒
ど
こ
ろ

伊
丹
と
の
縁
も
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
伊
丹
市
立
博
物
館

に
寄
贈
さ
れ
た
、
牧
水
の
自
筆
は
が
き
が
、
若
山
牧
水
記
念

文
学
館
（
宮
崎
県
日
向
市
）
の
調
査
の
結
果
、
牧
水
全
集
に

も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
、
未
確
認
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
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「
は
じ
め
は
子
ど
も
の
貧
困
対
策
と
し

て
『
子
ど
も
食
堂
』
を
始
め
な
い
か
と
誘

わ
れ
た
ん
で
す
が
、
私
は
た
だ
単
純
に
子

ど
も
が
楽
し
め
る
の
な
ら
や
っ
て
み
た
い

と
思
っ
て
始
め
た
ん
で
す
」
と
話
す
。

　

子
ど
も
食
堂
は
、
貧
困
家
庭
や
孤
食
の

子
ど
も
ら
の
た
め
に
無
料
ま
た
は
安
価
で

食
事
を
提
供
す
る
民
間
の
取
り
組
み
だ

が
、
大
池
さ
ん
に
と
っ
て
、
さ
く
ら
っ

こ
食
堂
は
地
域
行
事
の
延
長
な
の
だ
。
実

際
、
食
堂
に
来

て
い
る
子
ど
も

ら
は
、
友
だ
ち

と
一
緒
に
晩
ご

は
ん
を
食
べ
た

り
、
夜
に
外
へ

出
か
け
ら
れ
る

の
が
う
れ
し
い

と
い
う
理
由
で

来
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
も
ち

ろ
ん
、
経
済
的

理
由
で
来
て
い

る
子
ど
も
も
い

る
が
、
地
域
の

　

「
伊
丹
の
物
語
」
と
銘
打
ち
、
市
民
と
一
緒
に

舞
台
作
品
を
作
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
き
た

ア
イ
ホ
ー
ル
が
、
３
年
か
け
て
つ
い
に
伊
丹
の
物

語
「
さ
よ
な
ら
家
族
」
を
完
成
さ
せ
、
９
月
８
日

～
10
日
に
上
演
す
る
。

　

一
年
目
の
平
成
27
年
（
２
０
１
５
）
は
、
伊
丹

で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
市
民
か
ら
公
募
し
、
写
真

展
と
茶
話
会
を
開
催
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
か
ら

聞
い
た
話
を
も
と
に
写
真
と
演
劇
が
融
合

し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
二
年
目
と
な
る

平
成
28
年
に
上
演
し
た
。

　

昨
年
上
演
し
た
短
編
の
中
か
ら
、
象
と

家
族
の
話
「
国
道
171
号
線
を
行
く
象
」
と

震
災
の
話
「
崩
れ
た
灯
籠
、
瓦
礫(

が
れ

き)

の
境
内
」、
そ
れ
に
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
加
え
た
五
場
構
成
の
お
芝
居
「
さ
よ

な
ら
家
族
」
が
完
成
し
た
。

　

開
演
は
８
日
が
19
時
、
９
日
は
13
時
と

18
時
、
10
日
は
11
時
と
15
時
か
ら
。
９
日

13
時
か
ら
の
公
演
終
了
後
に
は
、
演
出

を
担
当
し
た
劇
作
家
ご
ま
の
は
え
さ
ん

（
40
）
と
写
真
提
供
者
の
ア
フ
タ
ー
ト
ー

ク
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ご
ま
の
は
え
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

◇　
　
　
　
　

◇

　

昭
和
30
年
（
１
９
５
５
）
か
ら
現
在
ま

で
の
62
年
間
を
三
世
代
に
わ
た
っ
て
描
い

た
。
あ
る
家
族
の
話
で
は
あ
る
け
ど
、
そ

の
家
族
に
ま
つ
わ
る
人
た
ち
が
登
場
し
て

別
れ
て
、
ま
た
別
の
人
が
登
場
し
・
・
と

繰
り
返
し
な
が
ら
話
は
広
が
っ
て
い
き
、

思
い
出
は
残
っ
て
い
く
。
写
真
は
記
録
に

残
す
も
の
だ
が
、
演
劇
は
、
出
来
事
を
忠

実
に
語
り
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
ま
で

は
、伊
丹
と
い
え
ば
、「
お
酒
」
と
「
空
港
」

し
か
印
象
に
な
か
っ
た
が
、
現
在
の
伊
丹

の
町
並
み
を
見
て
、
昔
の
写
真
と
見
比
べ

て
み
る
と
面
白
か
っ
た
。

　

伊
丹
ら
し
さ
を
ど
う
表
現
す
る
か
、
伊

丹
ら
し
さ
が
深
ま
っ
て
い
る
の
か
、
薄
ま
っ

て
い
る
か
色
々
と
考
え
て
、
よ
う
や
く
一

本
の
作
品
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

＊　
　
　
　
　

＊

　

入
場
料
は
一
般
３
０
０
０
円
、
65
歳
以

上
１
５
０
０
円
、
学
生
は
１
０
０
０
円
。

問
い
合
わ
せ
は
ア
イ
ホ
ー
ル
（
☎
072
・

782
・
２
０
０
０
）
ま
で
。（

龍
田
起
代
子
）

　

帰
り
道
、
気
が
つ
け
ば
自
然
と
笑
顔

に
な
っ
て
い
た
。
人
と
人
と
の
繋
が
り

を
大
切
に
す
る
ご
主
人
の
素
敵
な
笑
顔

が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
ご
主
人
は
宮
ノ
前
に
あ
る
和
菓

子
店
「
満
井
幸
栄
堂
」
の
満
井
正
夫
さ
ん

（
69
）。
創
業
は
昭
和
25
年
（
１
９
５
０
）。

店
名
の
由
来
を
聞
く
と
、
創
業
者
で
あ

る
幸
二
さ
ん
の
「
幸
」
の
字
を
使
い
、「
幸

せ
に
栄
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
宮
ノ
前
市

場
か
ら
昭
和
61
年
（
１
９
８
６
）
に
現

在
地
に
移
転
、
以
来
30
年
間
こ
の
地
で

営
業
し
て
い
る
。

　

店
内
に
は
一
粒
栗
入
り
の
焼
菓
子
「
伊

丹
栗
城
」（
１
個
216
円
）
や
栗
入
り
の
ど

ら
焼
き
「
蔵
太
鼓
」（
１
個
172
円
）
な

ど
、
栗
を
使
っ
た
人
気
商
品
が
多
く
並

ん
で
い
た
。
秋
に
な
れ
ば
、
よ
も
ぎ
団

子
や
月
見
団
子
と
い
っ
た
季
節
の
商
品

が
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
中
を
彩
る
と
い
う
。

　

店
の
後
継
者
は
現
時
点
で
い
な
い
。
こ

の
こ
と
も
あ
っ
て
和
菓
子
づ
く
り
の
技

術
を
絶
や
し
た
く
な
い
と
、
講
師
依
頼

を
積
極
的
に
引
き
受
け
て
い
る
。
辻
調

理
師
専
門
学
校
と
神
戸
国
際
調
理
専
門

学
校
の
非
常
勤
講
師
と
し
て
月
に
２
～

３
回
、
授
業
を
行
っ
て
い
る
。「
若
い
人

に
教
え
る
の
は
や
っ
ぱ
り
楽
し
い
」
と

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
た
。

　

そ
の
技
術
力
は
折
り
紙
付
き
で
、
平

成
元
年
（
１
９
８
９
）
の
全
国
菓
子
大

博
覧
会
（
菓
子
博
）
で
は
名
誉
金
賞
を

受
賞
し
た
。
今
年
も
４
月
に
伊
勢
で
行

わ
れ
た
菓
子
博
に
、
色
鮮
や
か
な
砂
糖

細
工
作
品
「
瑞
麗
」
を
出
展
し
て
い
る
。

昨
年
11
月
ご
ろ
構
想
を
練
り
始
め
、
約

半
年
を
か
け
て
製
作
し
た
と
い
う
。

　

今
後
の
目
標
を
た
ず
ね
る
と
「
体
の

続
く
限
り
、
細
く
長
く
続
け
て
い
き
た

い
」
と
話
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
か
ら
も

伊
丹
で
質
の
高
い
素
敵
な
和
菓
子
を
作

り
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

「さよなら家族」上演へ

満井幸栄堂
伊丹市宮ノ前１－２－33

☎072－782－2496

お
花
の
栄
養
召
し
上
が
れ

「
食
べ
る
と
幸
せ
に
な
る
薔
薇
ジ
ャ
ム
」

郷
土
土
産
品
紹
介

���� ����

観
望
会
、
も
ち
つ
き
大
会
な
ど
四

季
を
通
じ
て
子
ど
も
向
け
の
行
事

を
積
極
的
に
開
催
し
て
い
る
桜
台

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
の
役

員
を
務
め
て
18
年
に
な
る
。

子
ど
も
た
ち
は
月
に
１
度
の
こ
の
日
を
心

待
ち
に
し
て
い
る
。
孫
や
ひ
孫
の
よ
う
な

年
齢
の
子
ら
と
食
事
を
楽
し
み
た
い
と
い

う
お
年
寄
り
の
参
加
も
あ
り
、
50
席
の
食

堂
は
い
つ
も
満
員
だ
。

　

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
豚
丼
な
ど
４
種
類
の

メ
ニ
ュ
ー
か
ら
月
替
わ
り
で
提
供
。
地
域

の
人
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
調
理
や
受

け
付
け
を
手
伝
っ
た
り
、
米
や
肉
を
無
償

で
提
供
し
て
く
れ
る
た
め
、
１
食
大
人
300

円
、
子
ど
も
100
円
と
い
う
値
段
で
も
赤
字

を
出
さ
ず
に
運
営
で
き
て
い
る
。「
地
域

の
人
の
繋
が
り
が
何
よ
り
の
財
産
。
子
ど

も
た
ち
は
、
地
域
の
み
ん
な
で
見
守
ら
な

い
と
ね
」
と
目
を
細
め
る
。

　

多
忙
な
日
々
を
送
る
大
池
さ
ん
だ
が
、

疲
れ
は
ま
っ
た
く
見
せ
な
い
。「
こ
ん
な

食
堂
を
め
ざ
し
た
い
と
か
、
地
域
の
問
題

を
こ
の
食
堂
で
解
決
し
た
い
と
い
う
よ
う

な
大
そ
う
な
思
い
で
や
っ
て
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
、成
功
も
失
敗
も
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
ん
で
く
れ
た
ら
、
そ

れ
で
い
い
の
」
と
快
活
に
笑
っ
た
。

　

い
わ
ゆ
る
子
ど
も
食
堂
と
し
て
昨
年
５

月
、
サ
ン
シ
テ
ィ
ホ
ー
ル
内
に
開
設
し
た

「
さ
く
ら
っ
こ
食
堂
」
を
運
営
し
て
い
る
。

　

全
国
的
に
子
ど
も
会
の
数
や
地
域
行
事

が
減
少
す
る
な
か
、農
業
体
験
や
夏
祭
り
、

「地域ぐるみで子どもたちを見守らなきゃ」

　「さくらっこ食堂」実行委員会委員長

大池 津由美さん（57）

風　

景

現
代

人

物

写真協力＝西田写真館

『象と家族の話～国道 171 号線を行く象～』の舞台
写真撮影：堀川高志

９月８日～ 10日、アイホール

市民とともに作り上げた伊丹の物語

る
そ
う
だ
。
食
用
の
赤
い
バ
ラ
の
花
び
ら

と
レ
モ
ン
、
砂
糖
だ
け
を
使
い
、
食
品
添

加
物
は
一
切
入
れ
な
い
。
バ
ラ
の
花
び
ら

の
選
別
も
、
レ
モ
ン
の
皮
や
薄
皮
を
む
く

の
も
す
べ
て
が
手
作
業
だ
。

　

花
に
は
、
野
菜
と
同
じ
よ
う
に
栄
養
素

が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
こ
と
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
バ
ラ
の
花
び
ら

に
は
タ
ン
ニ
ン
が
多
く
含
ま
れ
、
粘

膜
保
護
作
用
が
あ
る
の
で
、
の
ど
の

調
子
が
良
く
な
い
時
に
は
お
す
す

め
。
お
湯
割
り
や
ソ
ー
ダ
割
り
に
し

て
飲
ん
で
も
お
い
し
い
。

　

『
食
べ
る
と
幸
せ
に
な
る
薔
薇

ジ
ャ
ム
』
は
、
期
間
限
定
で
10
月
中

旬
か
ら
「
荒
牧
バ
ラ
公
園
み
ど
り
の

プ
ラ
ザ
」
で
も
購
入
で
き
る
。

　

店
名
の
「
あ
ろ
あ
ろ
」
と
は
、
ハ

ワ
イ
の
言
葉
で
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
の
こ

と
だ
そ
う
だ
。
代
表
の
辻
朝
惠
さ
ん

は
、
今
村
勇
さ
ん
と
と
も
に
ア
ロ
マ
セ
ラ

ピ
ス
ト
育
成
の
講
師
業
に
10
年
以
上
携

わ
っ
て
い
た
が
、
ハ
ー
ブ
や
ア
ロ
マ
の
良

さ
を
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
、
南
本
町
に
こ
の
店
を
開
い
て
今
年

で
４
年
目
に
な
る
。

　

「
お
花
の
栄
養
召
し
上
が
れ
」を
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
さ
ま
ざ
ま
な
商
品
の
販
売

を
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
北
海
道
か
ら

沖
縄
ま
で
全
国
か
ら
注
文
が
殺
到
し
て
い

る
そ
う
だ
。

　

数
種
類
の
ハ
ー
ブ
を
ブ
レ
ン
ド
し
た

『
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー　

テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
』（
７

包
648
円
）
や
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
が
粉
に
な
っ

た
業
界
初
の
画
期
的
な
商
品
『
パ
ウ
ダ

リ
ー
ア
ロ
マ
』（
１
包
180
～
500
円
）
も
人

気
だ
。

　

ハ
ー
ブ
の
や
さ
し
い
味
や
香
り
を
楽
し

み
に
、ぜ
ひ
カ
フ
ェ
に
も
訪
れ
て
ほ
し
い
。

（
龍
田
起
代
子
）

「
植
物
セ
ラ
ピ
ー
あ
ろ
あ
ろ
」

　

土
・
日
曜
定
休
。
９
時
30
分
～
18
時
。

　

伊
丹
市
南
本
町
７
ー
１
ー
11

　

☎
072
・
767
・
６
４
３
４

　

伊
丹
に
は
荒
牧
バ
ラ
公
園
、
ロ
ー
ズ

レ
ー
梅
ノ
木
な
ど
バ
ラ
の
名
所
が
多
い
。

そ
ん
な
伊
丹
に
ふ
さ
わ
し
い
『
食
べ
る
と

幸
せ
に
な
る
薔
薇
ジ
ャ
ム
』（
90
㌘
864
円
）

が
シ
ョ
ッ
プ
ア
ン
ド
カ
フ
ェ
「
植
物
セ
ラ

ピ
ー
あ
ろ
あ
ろ
」
で
販
売
さ
れ
人
気
だ
。

　

古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
バ
ラ
を
食
べ
る
と

幸
せ
に
な
れ
る
、
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
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「
金
魚
」　

坪
内
稔
典　

選　  　
　

（
佛
教
大
学
・
京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授
。

柿
衞
文
庫
也
雲
軒
塾
頭
）

最
優
秀
賞

　

手
紙
書
く
金
魚
が
小
石
つ
つ
く
音

屋
部
き
よ
み
（
伊
丹
市
）

　

金
魚
の
小
石
を
つ
つ
く
音
が
聞
こ
え
る
の
は
、
手
紙
を
書
く
人
が
と
て
も

鋭
敏
に
な
っ
て
い
る
か
ら
。
き
っ
と
恋
文
を
書
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
句
、

金
魚
が
ま
る
で
絵
の
よ
う
に
鮮
明
。
句
が
五
・
七
・
五
の
言
葉
の
絵
に
な
っ

て
い
る
。

優

秀

賞

進
化
し
て
啼
か
な
く
な
っ
た
金
魚
た
ち 
近
藤　

千
草 
（
伊
丹
市
）

一
斉
に
千
の
金
魚
が
逃
げ
る
な
り 
渡
辺　

啓
子 
（
神
戸
市
西
区
）

海
苔
瓶
に
金
魚
の
住
ま
ふ
安
下
宿 
小
田　

龍
聖 
（
明
石
市
）

ど
こ
と
な
く
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
ン
・
リ
ー
の
金
魚
か
な 
和
田　
　

康 
（
奈
良
県
奈
良
市
）

見
つ
め
合
い
ぷ
い
と
振
ら
れ
る
蘭
鋳
に 
戸
川 
冨
士
子 
（
大
阪
府
豊
中
市
） 

「
花
火
」　

尾
崎
ま
ゆ
み　

選　
　
　
　

（
「
玲
瓏
」
選
者
。
神
戸
新
聞
文
芸
短
歌
選
者
。

現
代
歌
人
協
会
会
員
）

最
優
秀
賞

恋
愛
に
な
ら
な
い
人
と
コ
ン
ビ
ニ
で
花
火
を
買
っ
て
夏
を
ご
ま
か
す

え
ん
ど
う
け
い
こ
（
埼
玉
県
狭
山
市
）

　

コ
ン
ビ
ニ
に
一
緒
に
行
く
ほ
ど
仲
の
良
い
二
人
。「
花
火
を
買
っ
て
夏
を

ご
ま
か
す
」
が
効
い
て
い
る
。「
恋
愛
に
な
ら
な
い
」
二
人
の
関
係
に
、
線

香
花
火
の
よ
う
に
ち
か
っ
ち
か
っ
と
光
る
恋
心
が
見
え
て
き
て
ち
ょ
っ
ぴ
り

切
な
い
。

優

秀

賞

淀
川
の
花
火
大
会
邪
魔
を
す
る
ビ
ル
を
つ
ま
ん
で
移
動
さ
せ
た
し

 

高
山　

葉
月 

（
尼
崎
市
）

真
夜
中
に
と
な
り
に
ゐ
て
も
繋
が
な
い
あ
な
た
の
手
か
ら
花
火
の
匂
ひ

 

有
村　

桔
梗 

（
新
潟
県
見
附
市
）

咲
き
競
ふ
花
火
は
美
妙
の
彩
み
せ
て
夜
空
い
っ
ぱ
い
を
キ
ャ
ン
バ
ス
と
な
す

 

岡
田　

良
子 

（
大
阪
府
豊
中
市
）

冬
の
イ
ン
ド
の
結
婚
式
は
盛
大
な
花
火
打
上
げ
始
ま
り
ぬ

 

森
田　

稔
子 

（
神
戸
市
西
区
）

夜
勤
中
窓
か
ら
緑
地
公
園
の
わ
ず
か
に
光
る
輪
郭
を
見
る

 

堺　
　

紀
彦 

（
滋
賀
県
高
島
市
）

次回の兼題は、俳壇は「焼芋」、歌壇は「公園」とします。応募は１人各１作品、自作未

発表作品に限る。応募締切は、��月��日（必着）。最優秀賞には図書券千円進呈。左の��コー

ドを利用すると、ケータイからも応募できる。問い合わせは、ことば蔵へ。

伊
丹
俳
壇

伊
丹
俳
壇

伊
丹
歌
壇

伊
丹
歌
壇

れ
い
ろ
う

な

ら
ん
ち
ゅ
う

い
ろ

び
み
ょ
う

▼
全
国
酒
豪
マ
ッ
プ

　

自
分
に
あ
て
は
め
る
と
「
？
」
だ
が
、

面
白
い
デ
ー
タ
が
あ
る
。
元
筑
波
大
学
教

授
の
原
田
勝
二
さ
ん
が
実
施
さ
れ
た
「
都

道
府
県
別
・
酒
豪
型
遺
伝
子
の
出
現
率
」

調
査
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
近
畿
地
方

を
中
心
に
そ
こ
か
ら
東
西
、
南
北
に
離
れ

る
ほ
ど
、
酒
豪
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ヘ
ビ
ー
な
酒
飲
み
の
親
父
の
出
身
地
、

岡
山
県
は
47
都
道
府
県
中
39
位
！
意
外

だ
っ
た
。
飲
め
な
い
が
母
親
の
出
身
地
、

兵
庫
は
28
位
で
あ
る
。
マ
ジ
か
（
笑
）。

日
本
酒
の
生
産
量
で
は
兵
庫
が
ト
ッ
プ
な

の
だ
が
、そ
れ
と
は
比
例
し
な
い
よ
う
だ
。

▼
東
北
・
九
州
が
酒
に
強
い

　

ち
な
み
に
酒
豪
型
遺
伝
子
の
出
現
率

ト
ッ
プ
は
秋
田
県
。
２
位
岩
手
、
４
位
福

島
、
６
位
山
形
と
東
北
勢
が
上
位
を
占
め

る
。
同
率
２
位
に
鹿
児
島
、
同
率
７
位
に

沖
縄
、
９
位
に
熊
本
が
入
り
、
九
州
勢
の

強
さ
も
目
立
つ
。

　

東
北
勢
が
酒
に
強
い
の
は
秋
田
、
山
形

な
ど
、
い
わ
ゆ
る
日
本
酒
の
酒
ど
こ
ろ
も

多
い
の
で
わ
か
る
気
が
す
る
が
、
や
は
り

九
州
も
焼
酎
の
消
費
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
上

位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
酒
豪
が
多
い
の

で
あ
ろ
う
。

▼
「
角
打
ち
（
か
く
う
ち
）
」

　

ま
た
ま
た
、
酒
の
話
題
。
角
打
ち
と
い

う
言
葉
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
？

　

答
え
は
酒
屋
の
中
で
立
ち
呑
み
を
す
る

こ
と
だ
。 

〝
店
の
一
角
（
い
っ
か
く
）
で

飲
む
〟
か
ら
ら
し
い
。
そ
う
言
え
ば
、
拙

者
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
呑
み
助
の
親
父
が

酒
屋
で
「
酒
く
れ
」
と
言
う
か
ら
、
て
っ

き
り
酒
を
買
っ
て
帰
る
（
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

す
る
）の
か
と
思
い
き
や
、ま
さ
か
の
イ
ー

ト
イ
ン
で
の
コ
ッ
プ
酒
だ
っ
た
！

　

こ
の
角
打
ち
を
す
る
親
父
を
見
て
、
子

ど
も
な
が
ら
「
か
っ
こ
え
え
」
と
思
っ
て

い
た
。
酒
豪
ラ
ン
ク
は
39
位
の
県
出
身
で

あ
る
が
…
。

（
と
き
わ
喜
多
）

さ
ん
（
21
）
＝
大
阪
市
＝
の
５
人
。
100
人

を
超
え
る
応
募
者
の
中
か
ら
書
類
選
考
、

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
経
て
選
ば
れ
た
。

　

「
商
店
街
や
ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
創
出
」

「
伊
丹
の
魅
力
を
全
国
に
」
が
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
。
５
人
は
今
年
２
月
20
日
、
同

商
店
街
で
臨
空
都
市
伊
丹
に
因
ん
だ
デ

ビ
ュ
ー
曲
「T

A
K

E
 O

F
F

!!

」
を
披
露
、

こ
の
様
子
は
翌
日
の
読
売
、
毎
日
、
神
戸

各
紙
朝
刊
で
紹
介
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
伊
丹
空
港
の
「
空
楽
フ
ェ
ス

タ
」
な
ど
市
内
外
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し

た
あ
と
、
６
月
24
日
に
は
サ
ン
ロ
ー
ド
商

店
街
で
〝
凱
旋
〟
コ
ン
サ
ー
ト
。
地
元

フ
ァ
ン
や
商
店
関
係
者
ら

が
詰
め
か
け
る
な
か
、
元

気
い
っ
ぱ
い
に
２
曲
を
披

露
、
大
き
な
喝
さ
い
を
浴

び
て
い
た
。
終
了
後
の
物

販
で
は
、
Ｃ
Ｄ
や
オ
リ
ジ

ナ
ル
菓
子
な
ど
が
よ
く
売

れ
て
い
た
ほ
か
、
熱
心
な

フ
ァ
ン
が
い
つ
ま
で
も
プ

ラ
イ
ム
の
メ
ン
バ
ー
と
歓

談
し
て
い
て
、
身
近
な
ア

イ
ド
ル
だ
と
感
じ
た
。

　

メ
ン
バ
ー
に
一
言
ず

つ
抱
負
を
聞
い
て
み
た
。

【M
iy

u

】
音
楽
活
動
を

通
じ
て
た
く
さ
ん
の
方

に
勇
気
や
感
動
を
与
え
た
い　

【H
in

a

】

歌
と
ダ
ン
ス
を
両
立
さ
せ
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い　

【T
A

T
S
U

R
U

】
こ

れ
か
ら
も
ず
っ
と
音
楽
活
動
を
続
け

た
い　

【E
L
IY

】
世
界
に
通
用
す
る

日
本
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
な
り
た
い　

【K
a
e
d
e

】
作
詞
作
曲
を
し
て
ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
ツ
ア
ー
を
し
た
い

　

５
人
と
も
目
が
輝
い
て
い
る
。
歌
も
踊

り
も
う
ま
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
市
外

か
ら
多
く
の
フ
ァ
ン
を
呼
び
寄
せ
ら
れ
る

よ
う
な
存
在
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

（
細
尾
哲
也
）

　

今
年
１
月
、
伊
丹
に
ご
当
地
ユ
ニ
ッ
ト

が
誕
生
し
た
。
伊
丹
中
央
サ
ン
ロ
ー
ド
商

店
街
の
若
手
有
志
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た

ダ
ン
ス
＆
ボ
ー
カ
ル
グ
ル
ー
プ
「
Ｐ
Ｒ
Ｉ

Ｍ
Ｅ
（
プ
ラ
イ
ム
）」。
女
性
ば
か
り
の
グ

ル
ー
プ
が
多
い
な
か
、
プ
ラ
イ
ム
は
男
女

混
成
だ
。

　

メ
ン
バ
ー（
か
っ
こ
内
は
愛
称
）は
、（
写

真
右
か
ら
）
北
端
美
優
（M

iy
u

）
さ
ん

（
19
）
＝
伊
丹
市
＝
、濱
野
陽
菜
（H

in
a

）

さ
ん
（
18
）
＝
西
宮
市
＝
、
畑
辺
起
津

留
（T

A
T

S
U

R
U

）
さ
ん
（
22
）
＝

伊
丹
市
＝
、
伊
藤
江
梨
（E

L
IY

）
さ

ん
（
19
）
＝
同
＝
、
三
輪
楓
（K

a
e
d
e

）

酔
後録酔
後録
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林やよい
伊丹市在住。毎日新聞兵庫版にイラ
ストエッセイ「くるまいすまいる」
を連載中。

ご
当
地
ユ
ニ
ッ
ト
「
プ
ラ
イ
ム
」
誕
生

伊
丹
か
ら
全
国
へ
向
け
て
羽
ば
た
け

　

暑
気
払
い
に
、
集
ま
っ
て

一
杯
飲
も
う
と
い
う
事
に
。

た
だ
飲
む
だ
け
で
は
面
白
く

な
い
。
二
人
羽
織
で
化
粧
を

し
て
遊
ぼ
う
と
い
う
話
に
な

り
、
二
人
で
一
組
に
な
る
。

二
人
羽
織
は
蕎そ

麦ば

を
食
べ
さ

せ
る
の
が
メ
ジ
ャ
ー
な
の
だ

が
、
ち
ょ
っ
と
違
う
。
１
人

は
羽
織
を
着
て
正
座
し
両
手

を
ひ
ざ
の
上
、
も
う
１
人
は

正
座
し
て
い
る
人
の
後
ろ
か

ら
羽
織
に
潜
り
込
み
袖
に
手

を
通
す
。

　

前
の
男
性
は
手
が
使
え
な

い
の
で
口
で
指
示
を
出
し
、

後
ろ
の
女
性
は
も
ち
ろ
ん
前

が
見
え
な
い
の
で
、
両
手
の

感
覚
だ
け
で
化
粧
を
す
る
。

パ
ウ
ダ
ー
、
眉ま
ゆ

墨ず
み

、
口
紅
、

チ
ー
ク
、
な
か
な
か
順
調
に

は
い
か
な
い
。
み
ん
な
は
み
出
し

顔
が
か
ゆ
い
か
ゆ
い
と
う
る
さ
い

が
、「
そ
こ
そ
こ
、
そ
う
そ
う
」

と
い
や
は
や
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
、
二
人

羽
織
の
面
白
さ
。
悪
戦
苦
闘
の
共

同
作
業
で
仕
上
が
り
は
上
々
。
二

人
の
女
形
が
で
き
上
が
っ
た
。

　

唇
は
大
き
く
赤
く
鬼
の
ご
と

し
。
ほ
っ
ぺ
は
ま
る
で
ア
ン
パ
ン

マ
ン
。
二
人
の
男
性
は
女
性
に
な

り
き
っ
て
皆
に
お
酒
を
注
が
れ
て

い
た
。
笑
い
す
ぎ
て
涙
が
止
ま
ら

な
い
暑
気
払
い
で
あ
っ
た
。

（
平
き
み
え
）
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暑気払い

プライムのメンバー＝伊丹中央サンロード商店街で


