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◦
子
ど
も
の
頃
に
つ
い
て

上
島
市
長
︱
︱ 

ま
ず
は
、
今
村
翔
吾
さ
ん
の

よ
う
な
か
た
が
「
箕
面
本
屋
大
使
」
と
し

て
活
躍
さ
れ
、
箕
面
の
た
め
に
力
を
貸
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　
　

私
の
子
ど
も
の
頃
と
い

い
ま
す
と
、
シ
ー
ト
ン
動

物
記
や
イ
ソ
ッ
プ
物
語
な

ど
、
同
じ
本
を
何
度
も
母

親
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と

が
心
に
残
って
い
ま
す
。
小
学
生
に
な
る
と

歴
史
が
好
き
に
な
り
、
織
田
信
長
や
徳
川

家
康
、
北
里
柴
三
郎
、
福
沢
諭
吉
な
ど
、

伝
記
も
の
ば
か
り
読
ん
で
い
ま
し
た
。
大

学
生
の
頃
は
実
業
家
の
本
を
よ
く
読
み
、

気
に
な
る
一
節
を
大
学
ノ
ー
ト
の
裏
に
い
つ

も
書
き
込
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

今
村
さ
ん
︱
︱ 

僕
は
元
々

時
代
劇
が
好
き
で
、
３
歳

の
と
き
に
初
め
て
大
河
ド
ラ

マ
の
「
独
眼
竜
政
宗
」
を

見
て
、「
ま
し
ゃ
む
ね
」
っ

て
ず
っ
と
モ
ノ
マ
ネ
を
し
て

い
ま
し
た（
笑
）。そ
こ
か
ら
本
を
好
き
に
なっ

た
の
は
小
学
５
年
生
で
す
か
ら
、
実
は
本
よ

り
も
先
に
時
代
劇
を
好
き
に
なっ
た
ん
で
す
。

　
　

僕
は
今
の
仕
事
が
大
好
き
で
す
が
、
作

家
に
な
ら
な
く
て
も
後
悔
し
な
か
っ
た
だ
ろ

う
な
と
思
う
の
は
、
本
を
読
む
こ
と
で
得

ら
れ
た
知
識
や
教
養
が
、
人
生
の
中
で
大

い
に
生
き
て
い
る
な
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
僕
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
池
波

正
太
郎
先
生
は
、〝
い
つ
か
人
に
は
終
わ
り

が
く
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
日
々
大
切
に
生

き
て
い
こ
う
〟
と
、
著
作
の
中
で
語
って
お

ら
れ
ま
す
。
僕
も
毎
日
、
精一杯
の
こ
と
を

や
り
た
い
と
思
って
生
き
て
い
ま
す
。

◦
箕
面
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て

今
村
さ
ん
︱
︱
「
き
の
し
た
ブ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
」
の
経
営
を
引
き
継
ぎ
、
箕
面
を
何

度
も
訪
れ
て
地
域
の
人
と
関
わ
る
中
で
、

本
当
に
す
て
き
な
場
所
だ
な
と
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
箕
面
と
関
わ
り
始
め
て

か
ら
の
２
年
で
、
北
大
阪
急
行
電
鉄
が
延

伸
さ
れ
る
な
ど
、
随
分
ま
ち
が
活
気
づ
い
て

き
た
な
と
い
う
印
象
を
受
け
て
い
ま
す
。

上
島
市
長
︱
︱ 

北
大
阪
急
行
延
伸
線
は
、

「
第
一
次
総
合
計
画
」
か
ら
56
年
を
経
て
、

い
よ
い
よ
３
月
23
日
に
開
業
し
ま
す
。
船
場

地
区
に
は
「
箕
面
船
場
阪
大
前
駅
」
が
で

き
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
文
化
芸
能
劇
場
や
大

阪
大
学
箕
面
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
り
、
文
化
芸

能
・
国
際
交
流
の
拠
点
と
な
り
ま
す
。
萱

野
地
区
に
は
「
箕
面
萱
野
駅
」
が
で
き
、

大
阪
の
南
北
の
軸
で
あ
る
御
堂
筋
の
タ
ー
ミ

ナ
ル
が
箕
面
に
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、「
き
の
し
た
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
」

の
最
寄
り
駅
で
あ
る
阪
急
箕
面
駅
は
、
明

治
43
年
の
開
業
で
、
箕
面
の
玄
関
口
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
昭
和
55
年
に

は
阪
急
箕
面
線
の
３
駅
で
５
万
人
以
上
の

乗
降
客
が
い
た
の
で
す
が
、
今
で
は
半
減

し
て
い
ま
す
。
阪
急
箕
面
駅
や
沿
線
の
活

性
化
に
は
、「
き
の
し
た
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
」

が
あ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
非
常
に
重
要
で

す
。
地
域
の
か
た
や
観
光
客
に
と
って
、
わ

く
わ
く
す
る
よ
う
な
交
流
拠
点
と
な
る
よ

う
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
今
村
さ
ん
に一肌
脱
い
で

い
た
だ
き
た
い
と
思
って
い
ま
す
。

今
村
さ
ん
︱
︱ 

そ
の
つ
も
り
で
い
ま
す
。
阪

急
箕
面
沿
線
も
元
気
で
あ
り
、
文
化
的
に

も
意
味
が
あ
る
の
で
、
大
き
く
出
ま
す
と
、

全
国
で
も
類
を
見
な
い
も
の
を
や
っ
て
い
け

た
ら
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
今

ま
で
ど
お
り
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
に
発
展
し

て
い
け
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
し
、
新
し
く

で
き
る
北
大
阪
急
行
延
伸
線
の
良
さ
も
交

わ
って
、
箕
面
全
体
と
し
て
の
底
上
げ
に
も

なって
い
く
と
思
い
ま
す
。

　
　

世
界
的
に
見
て
も
、
日
本
人
は
新
し
い

も
の
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
人
が
交
流
す

る
と
こ
ろ
に
、
新
し

い
文
化
や
歴
史
が
生

ま
れ
て
い
く
の
で
、

北
大
阪
急
行
電
鉄
の

延
伸
と
い
う
の
は
、

箕
面
に
新
た
な
文
化

を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
と
思
い
ま
す
。
予

期
し
な
い
も
の
も
生
ま
れ
て
、
そ
れ
を
プ
ラ

ス
の
方
向
に
ど
ん
ど
ん
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

た
ら
、
箕
面
は
も
っ
と
良
く
な
っ
て
い
く
可

能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

◦
新
し
い
年
を
迎
え
て

上
島
市
長
︱
︱ 

今
年
は
２
０
２
５
大
阪
・
関

西
万
博
が
行
わ
れ
る
前
年
に
当
た
り
、
箕

面
市
に
と
って
も
準
備
を
進
め
て
い
く
年
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
観
光
の
話
で
、

大
い
な
る
箕
面
観
光
を
復
活
す
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。
併
せ
て
、
子
育
て
・
教
育
の
日
本一、

緑
豊
か
で
利
便
性
の
高
い
ま
ち
、
健
康
寿

命
の
延
伸
と
い
う
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
挑
戦

の
年
と
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
村
さ
ん
︱
︱ 

僕
は
〝
世
界
に
出
ら
れ
る
小

説
家
に
な
る
〟
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま

す
。
時
代
小
説
家
で
世
界
に
出
た
作
家
と

い
う
の
は
、
実
は
そ
ん
な
に
と
い
う
か
、
英

語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ほ
ぼ

皆
無
と
言
って
よ
く
て
。
例
え
ば
、
英
語
で

時
代
劇
を
観
て
も
ら
う
と
か
、
映
像
的
に

も
そ
う
い
う
こ
と
を
達
成
し
た
い
で
す
し
、

令
和
６
年
を
そ
の
元
年

に
し
た
い
な
と
思
って
い

ま
す
。
今
は
、
海
外
の

市
場
調
査
も
し
て
い
た

り
す
る
の
で
、
世
界
に

通
用
す
る
作
品
を
ば
ん

ば
ん
出
し
て
い
き
た
い

と
い
う
感
じ
で
す
。

～
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
初
号
特
別
企
画
～

上島一彦市長

「至
 し せいつうてん

誠通天」
誠意を尽くして努力す
れば、いつか願いは天
に通じるという意味で
す。今村さんととも
に、素晴らしいまちづ
くりを進めていきま
すので、今年もよろし
くお願いいたします。

“魂をかけた勝負に常に臨
む”という意味合いの四字
熟語で、僕の座右の銘で
もあります。箕面を良く
したいという思いはみ
なさんと同じです。一
緒に箕面を盛り上げて
いきましょう。

今村翔吾さん

「乾
けんこんいってき

坤一擲」

新年への想いを込めた四字熟語と、市民のみなさんへのメッセージ

箕
面
で
、

全
国
で
も
類
を
見
な
い
も
の
を

や
っ
て
い
き
た
い

毎
日
、

精
一
杯
の
こ
と
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
生
き
て
い
ま
す

「
読
み
や
す
さ
」「
読
者
層
の
拡
大
」
を
目
的
に
、

約
10
年
ぶ
り
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
果
た
し
た
“
も
み
じ
だ
よ
り
”。

こ
れ
を
記
念
し
て
、
直
木
賞
作
家
で
「
箕
面
本
屋
大
使
」
の

今
村
翔
吾
さ
ん
と
上
島
一
彦
箕
面
市
長
に
、

多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
村
翔
吾
さ
ん　

上
島
一
彦
市
長

新
春
ス
ペ
シ
ャ
ル
対
談

昭和59年京都府生まれ。ダンスインストラクターな
どを経て作家に。令和４年に「塞王の楯」で第166回
直木賞を受賞する。市内の「きのしたブックセンター」
のオーナーを務め、「箕面本屋大使」としても活躍中。

今村翔吾さん

1月1日（祝）午前11時、午後8時
1月2日（火）午後6時
1月3日（水）午後1時 （各1時間）

放送日時

ラジオの周波数をラジオで聴く

パソコン・スマホで聴く タッキー816YouTube

FM81.6に合わせてください

対談の全容はタッキー816の
ラジオとYouTubeで聴けます！

直
木
賞
作
家
・
箕
面
本
屋
大
使


