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次回企画展

「植田家と新田開発」
2015年6月4日（木）～7月12日（日）
今年八尾市の文化財に指定された「安中新田検地帳」をはじめ、植田家に伝わる
新田開発に関する古文書を展示します。

常設展

土蔵１（民具展示室）展示一部リニューアル
2015年4月1日（水）～3月31日（木）まで

※休館日はP15をご覧ください

展示のご案内
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表紙写真

八尾駅前に残るレンガ造の壁

　旧国鉄（現JR）八尾駅前には、かつて旧帝国製糸

会社の工場や大日本倉庫株式会社の倉庫などレンガ

造の建築群があった。写真のレンガ造の壁（大日本

倉庫）は当時の敷地の外壁と考えられ、別の倉庫の

壁と共に時代の匂いを感じさせる。（2015.4 撮影）
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八尾のまちなみ
企画展

　

２
０
１
５
年
３
月
７
日
（
土
）
～
４
月
26
日
（
日
）

ま
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
八
尾
の
ま
ち
な
み
～
旧

植
田
家
住
宅
周
辺
に
み
る
今
昔
風
景
～
」
は
、
昨
年

度
の
企
画
展
「
八
尾
の
鉄
道
」
に
続
く
写
真
パ
ネ
ル

展
と
し
て
、
旧
植
田
家
住
宅
と
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
を
基
点

に
昭
和
40
年
代
頃
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
ま
ち
な

み
の
変
遷
を
５
つ
の
テ
ー
マ
で
た
ど
り
ま
し
た
。
今

回
新
た
に
提
供
し
て
頂
い
た
写
真
や
資
料
も
あ
り
、

現
代
と
の
違
い
が
よ
り
明
確
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

か
つ
て
八
尾
駅
前
に
在
っ
た
レ
ン
ガ
造
の
建
造
物
に

も
注
目
し
、
資
料
や
写
真
に
の
こ
る
建
物
の
検
証
や

講
演
会
（
６
ペ
ー
ジ
）
の
開
催
に
よ
っ
て
、
よ
り
具

体
的
な
今
昔
風
景
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

各
テ
ー
マ
ご
と
に
展
示
さ
れ
た
今
回
の
企
画
展
で

は
、ま
ず
最
初
に
「
旧
植
田
家
住
宅
周
辺
に
見
る
風
景
」

を
紹
介
。
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
時
代
の
な
か
で
、

昔
の
生
活
の
匂
い
が
の
こ
る
旧
植
田
家
住
宅
周
辺
の

風
景
に
、
地
域
の
歴
史
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
く
ら

し
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
旧
奈

良
街
道
沿
い
に
は
今
も
数
多
く
の
お
寺
や
遺
構
が
あ

り
、
ま
た
明
治
22
年
（
１
８
８
９
）
に
開
業
し
た
「
八

尾
駅
」
も
日
常
の
風
景
の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

続
く
「
踏
切
の
あ
る
風
景
」
で
は
、
そ
の
JR
八
尾

駅
か
ら
志
紀
駅
ま
で
の
区
間
に
あ
る
７
つ
の
踏
切
り

の
古
写
真
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
特
定

2015年3月7日（土）～4月26日（日）

昔
昔

今今 引
込
み
線
の
あ
っ
た
倉
庫

植
田
家
住
宅
南
の
通
り
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し
て
現
在
と
の
比
較
を
し
ま
し
た
。
写
真
は
昭
和
40

年
（
１
９
６
５
）
前
後
の
同
じ
時
期
に
撮
影
さ
れ
た

も
の
で
、
初
め
は
ど
こ
の
踏
切
な
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
写
真
に
写
る
わ
ず
か
な
ヒ
ン
ト
を
頼

り
に
、
全
て
の
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
展
示
と
し
て
は
か
な
り
マ
ニ
ア
ッ
ク
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
「
竜
華
操
車
場
の
あ
る
風
景
」
で
は
、
か

つ
て
八
尾
に
あ
っ
た
広
大
な
操
車
場
の
内
部
と
鉄
道

の
写
真
（
個
人
提
供
）
を
展
示
し
ま
し
た
。
今
の
風

景
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
施
設
と
汽
車
（
貨

物
）
に
、
当
時
の
生
活
音
ま
で
も
が
伝
わ
っ
て
き
そ

う
で
す
。
ま
た「
レ
ン
ガ
造
建
築
の
あ
る
風
景
」に
も
、

鉄
道
と
の
関
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
八
尾
駅

周
辺
に
は
旧
帝
国
製
糸
工
場
や
大
日
本
倉
庫
を
は
じ

め
と
す
る
レ
ン
ガ
造
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
工
場
や

倉
庫
と
鉄
道（
線
路
）を
結
ぶ
輸
送
用
の
引
込
み
線
が

敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
数
年
前
ま
で
、
そ
の
痕
跡
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今
で
は
昔
の
風
景
と

な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
「
日
本
カ
タ
ン
糸
会
社
と
植
田
家
」
と
の

関
係
に
つ
い
て
資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
、
旧
帝
国
製

糸
工
場
の
変
遷
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
も

一
度
ま
ち
の
風
景
を
思
い
起
こ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

学
芸
員　

安
藤 

亮
）

植田家と日本カタン糸会社との関係を示す資料 八尾にある 7 つの踏切りの今昔写真 展示風景

竜華操車場跡の公園とマンション第二安中踏切（旧植田家住宅北側）JR 八尾駅前北の通り
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旧
植
田
家
住
宅
で
は
企
画
展
「
八
尾
の
ま
ち
な
み
」

に
関
連
し
て
、
柏
原
市
教
育
委
員
会
の
石
田
成
年
氏

を
講
師
に
お
招
き
し
、
三
月
八
日
（
日
）
に
講
演
会

「
JR
八
尾
駅
と
そ
の
周
辺
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
考
古

学
が
ご
専
門
の
石
田
氏
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
の
鉄
道

愛
好
家
で
、
現
在
は
日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
施

設
や
構
造
物（
近
代
化
遺
産
）に
つ
い
て
精
力
的
に
研

究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、昨
年
の
春
の
企
画
展「
八

尾
の
鉄
道
」
は
、
石
田
氏
の
ご
協
力
と
ご
助
言
を
得

て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
に

お
願
い
を
し
て
い
た
講
演
が
一
年
越
し
に
、
念
願
叶
っ

て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

講
演
会
で
は
、
ま
ず
始
め
に
鉄
道
が
人
々
の
生
活

や
地
域
の
産
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指

摘
し
、
関
西
本
線
の
歴
史
や
八
尾
駅
を
は
じ
め
、
志

紀
駅
、
近
隣
の
駅
に
つ
い
て
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

八
尾
駅
は
明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）
に
大
阪
鉄
道

（
湊
町
～
柏
原
間
）が
敷
設
さ
れ
た
際
に
開
業
し
、
明
治

三
十
三
年（
一
九
〇
〇
）
に
関か
ん
せ
い西

鉄
道
、
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）
の
国
有
鉄
道
を
経
て
、
昭
和
六
十
二
年

（
一
九
八
七
）に
現
在
の
Ｊ
Ｒ（
西
日
本
旅
客
鉄
道
）
の
駅

と
な
り
ま
す
。

　

八
尾
駅
周
辺
に
は
製
糸
工
場
や
製
油
工
場
、
倉
庫

な
ど
が
建
ち
並
び
、
鉄
道
か
ら
工
場
へ
直
接
荷
物
を

レ
ー
ル
で
運
搬
す
る
こ
と
の
で
き
る
引
き
込
み
線
が

敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
工
場
の
歴
史
を
知

る
こ
と
は
地
域
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
に
な
る
と
石

田
氏
は
言
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
駅
の
北
側
に
あ
っ

た
カ
タ
ン
糸
を
製
造
す
る
大
規
模
な
旧
帝
国
製
糸
株

式
会
社
は
、
産
業
の
発
展
の
歴
史
や
レ
ン
ガ
造
の
近

代
建
築
を
語
る
上
で
も
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。
残
念

な
が
ら
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
取
り
壊
さ
れ
、

現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
記
憶
に

新
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

石
田
氏
は
レ
ン
ガ
造
の
建
物
の
魅
力
に
つ
い
て
「
レ

ン
ガ
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
職
人
に
よ
っ
て
手
作
業
で
つ

く
ら
れ
、
職
人
の
手
に
よ
り
組
み
建
て
ら
れ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
人
の
ぬ
く
も
り
が
感
じ
ら
れ
る
。」
と
語
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
講
演
会
で
は

誰
で
も
す
ぐ
に
わ
か
る
レ
ン
ガ
の
楽
し
み
方
の
レ
ク

チ
ャ
ー
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
私
た
ち
の
現
在
の
生
活
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た

近
代
の
遺
構
た
ち
は
、
私
た
ち
の
す
ぐ
身
近
に
あ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
普
段
は
気
づ
か
な
い
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
少
し
変
え
て
み
る
だ

け
で
見
え
て
く
る
も
の
で
す
。
お
住
い
の
風
景
を
一

度
見
直
し
て
み
る
と
、
心
に
触
れ
る
も
の
が
あ
る
は

ず
！
」
と
の
括
り
の
言
葉
に
、
早
速
、
自
分
の
住
む

町
の
近
代
化
遺
産
を
探
し
に
行
き
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

講
演
会
後
は
、
石
田
氏
の
提
案
で
駅
前
に
の
こ
る

大
日
本
倉
庫
の
レ
ン
ガ
塀
を
実
際
に
見
に
行
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
か
つ
て
引
き
込
み
線
が
あ
っ
た
場

所
を
み
た
り
、
レ
ン
ガ
の
実
測
を
し
た
り
と
、
参
加

者
の
皆
さ
ん
は
石
田
さ
ん
の
話
に
夢
中
で
聞
き
入
っ

て
い
る
様
子
で
し
た
。
今
後
レ
ン
ガ
造
の
建
物
を
見

る
と
、
つ
い
意
識
し
て
見
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

（
学
芸
員　

谷
口
弘
美
）

講演会
「JR 八尾駅とその周辺」

　　　　　　　　　　　　  講師：石田成年氏（柏原市教育委員会）

2015年3月8日（日）

レンガ塀の前で解説する石田氏
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一
月
二
五
日
（
日
）、
地
元
の
女
性
会
の
方
々

を
先
生
に
お
招
き
し
、
旧
植
田
家
住
宅
の
茶
室
で

「
こ
ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
普
段
お
茶
会
に
参
加
す
る
機
会

の
少
な
い
こ
ど
も
た
ち
に
お
茶
に
親
し
ん
で
も
ら

お
う
と
企
画
し
た
も
の
で
、
今
年
で
四
回
目
を
迎

え
ま
し
た
。「
毎
回
、
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い

ま
す
」
と
い
う
嬉
し
い
声
も
あ
り
、徐
々
に
リ
ピ
ー

タ
ー
の
方
が
増
え
て
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
親
子
で
参
加
さ
れ
る
方
が
多
く
、
三

席
設
け
た
茶
席
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
始
め
に
、
先
生
か
ら
簡
単
な
作
法
に
つ
い

て
教
え
て
も
ら
い
、
そ
の
後
、
茶
室
に
入
っ
て
正

座
を
し
て
待
ち
ま
す
。
最
初
、
子
ど
も
た
ち
は
慣

れ
な
い
正
座
や
雰
囲
気
に
少
々
緊
張
気
味
で
し
た

が
、
お
菓
子
が
運
ば
れ
て
く
る
と
、
思
わ
ず
に
っ

こ
り
顔
が
ほ
こ
ろ
び
ま
し
た
。
ち
な
み
に
お
菓
子

は
子
ど
も
た
ち
が
大
好
き
な
ド
ー
ナ
ツ
や
ゼ
リ
ー

な
ど
を
い
つ
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
順

番
に
、
懐
紙
の
上
に
お
菓
子
を
と
り
、
美
味
し
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
お
ま
ち
か
ね
の
お
抹
茶
で

す
。
運
ば
れ
て
き
た
お
茶
碗
を
正
面
に
置
き
、
隣

の
人
に
「
お
先
に
」、
先
生
に
「
お
点て

ま
え前

頂
戴
い

た
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ
を
し
て
か
ら
い
た
だ
き

ま
す
。
あ
い
さ
つ
が
終
わ
れ
ば
、
お
茶
碗
を
手
に

取
り
時
計
回
り
に
二
回
ほ
ど
回
し
、
一
口
飲
み
、

残
り
は
二
口
で
飲
み
、
最
後
は
音
を
立
て
て
飲
み

切
り
ま
す
。「
う
～
苦
い
⁉
」「
美
味
し
い
」
な
ど

感
想
は
色
々
で
し
た
が
、
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
に
抹

茶
を
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

抹
茶
を
い
た
だ
い
た
後
は
、
お
茶
碗
の
飲
み
口

を
人
差
し
指
と
親
指
で
軽
く
ふ
い
て
、
お
茶
碗
を

反
時
計
回
り
に
二
回
ほ
ど
回
し
、
出
さ
れ
た
場
所

に
戻
し
ま
す
。「
結
構
な
お
点
前
で
し
た
」
と
お

礼
の
あ
い
さ
つ
も
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

一
般
的
な
お
茶
会
な
ら
こ
こ
で
終
了
で
す
が
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
希
望
者
に
自
分
で
お
抹
茶
を

点た

て
て
も
ら
う
体
験
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
ど

も
た
ち
は
先
生
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
夢
中

で
お
茶
を
点
て
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
や
っ

ぱ
り
、
先
生
が
点
て
た
お
茶
の
方
が
美
味
し
い
」

「
点
て
る
の
は
む
ず
か
し
い
」
と
、
か
な
り
苦
戦

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

す
べ
て
の
お
茶
会
は
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、

無
事
終
了
し
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
に
お
茶
を
楽
し

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
も
こ

ど
も
の
た
め
の
お
茶
会
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

ご
興
味
が
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
旧
植
田
家
住
宅 

谷
口
弘
美
）

こ
ど
も
の
た
め
の

 

お
茶
会
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連
続
講
座
２
０
１
４
年
度
・
後
期

「
木
‐
き
‐

」

　

二
〇
一
四
年
度
の
連
続
講
座
は
、
前
期
で
は

「
紙
」
を
テ
ー
マ
に
和
本
作
り
や
裏
打
ち
体
験
な

ど
を
行
な
い
ま
し
た
が
、後
期
で
は
「
木
」
を
テ
ー

マ
に
全
三
回
の
講
座
を
実
施
し
ま
し
た
。
毎
回

テ
ー
マ
は
旧
植
田
家
住
宅
で
開
催
中
の
展
示
や
施

設
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
決
め
ら
れ
、「
昔
の
く
ら

し
」
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
一
月
か
ら
三
月
の
期

間
中
、
植
田
家
の
建
物
や
民
具
あ
る
い
は
美
術
工

芸
品
に
つ
い
て
「
木
」
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ

う
と
い
う
試
み
で
し
た
。

　

そ
の
第
一
回
目
「
植
田
家
の
木
」
で
は
、
広
く

木
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
建
物
に
使
わ

れ
て
い
る
木
や
植
田
家
の
庭
の
木
、
ま
た
木
で
作

ら
れ
て
い
る
昔
の
生
活
道
具
を
体
験
（
見
学
）
し

て
も
ら
お
う
と
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
参
加
申
し
込
み
は
０
名
で
し
た
。
講
座
は
ま

た
の
機
会
に
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
ち
な
み

に
植
田
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
民
具
に
は
、
用
途

不
明
な
木
の
箱
が
あ
り
、
そ
の
道
具
に
つ
い
て
も

見
て
も
ら
う
予
定
で
し
た
。
そ
の
道
具
は
来
年
の

「
昔
の
く
ら
し
」
展
に
登
場
予
定
で
す
。

連続講座2014・後期

木
( 全三回）

ーきー

「木」をテーマにした体験講座です。

庭や建物、民具などの木を見よう！

浮世絵は難しいので、とりあえず大津絵を彫りました。

家作りの体験で

建物の構造や

住環境について

学びました。
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第
二
回
は
「
木
版
画
に
挑
戦
し
よ
う
」
と
い
う

こ
と
で
、
講
座
に
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
合
わ

せ
て
５
名
が
参
加
し
、
手
軽
に
楽
し
め
る
木
版
画

を
学
び
ま
し
た
。
美
術
や
図
工
の
時
間
に
学
習
す

る
よ
う
な
木
版
画
の
基
礎
的
な
話
か
ら
浮
世
絵
に

つ
い
て
説
明
を
し
、
実
際
に
植
田
家
に
の
こ
る
本

物
の
浮
世
絵
を
見
て
も
ら
う
と
、
参
加
者
は
目
を

丸
く
し
て
、
そ
の
技
術
の
高
さ
や
作
品
の
風
合
い

を
間
近
で
楽
し
み
ま
し
た
。
本
来
は
手
に
と
っ

て
み
て
い
た
は
ず
の
浮
世
絵
が
現
代
で
は
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
の
向
こ
う
側
で
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
の
日
は
本
来
の
距
離
に
少

し
だ
け
近
づ
い
て
み
ま
し
た
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
木
版
画
に
挑
戦
で
す
が
、
浮

世
絵
は
難
し
い
の
で
、
同
じ
く
旧
植
田
家
所
蔵
の

「
大
津
絵
」
を
彫
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
。「
大
津
絵
」

は
肉
筆
画
な
の
で
簡
単
な
わ
け
で
は
な
い
で
す

が
、
画
題
が
分
か
り
や
す
く
、
彫
る
時
間
も
少
な

く
済
み
ま
す
。
し
か
も
今
回
は
モ
ノ
ク
ロ
で
印
刷

し
た
図
案
を
除
光
液
で
木
に
転
写
す
る
裏
技
を
使

い
、
彫
る
こ
と
に
専
念
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
版
画
の
仕
上
が
り
を
他
の
参
加
者

と
見
比
べ
て
楽
し
ん
だ
り
、
じ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
彫
る
こ
と
を
通
し
て
、
作
品
を
見
る
目
が
変

わ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

連
続
講
座
の
第
三
回
は
、「
ま
ち
研
ハ
ウ
ス
を
組
み

立
て
よ
う
」を
行
い
ま
し
た
。「
ま
ち
研
ハ
ウ
ス
」と
は
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
八
尾
す
ま
い
ま
ち
づ
く
り
研
究
会（
ま
ち

研
）が
開
発
し
た
建
物
の
構
造
や
住
環
境
に
つ
い
て
学

ぶ
た
め
の
体
験
キ
ッ
ト
で
、
今
回
は
そ
れ
を
特
別
に

お
借
り
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
何
で
も
「
ま
ち

研
ハ
ウ
ス
」
の
出
動
は
数
年
ぶ
り
だ
そ
う
で
、
講
座

の
前
日
に
は
入
念
な
チ
ェ
ッ
ク
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
、
外
は
あ
い
に
く
の
大
雨
で
、参
加
者
も
２
名

と
静
か
な
ス
タ
ー
ト
。ま
ち
研
の
メ
ン
バ
ー
で
当
法
人

（
Ｈ
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｉ
）の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
北
村
茂
章

さ
ん
と
原
多
摩
樹
さ
ん
の
両
氏
の
指
導
の
下
、
土
間

で
早
速
「
ま
ち
研
ハ
ウ
ス
」
を
組
み
立
て
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
建
物
の
構
造
を
考
え
、
頭
を
ひ
ね
り
、

時
に
は
相
談
し
あ
い
な
が
ら
協
力
し
て
造
り
終
え
る

と
「
う
わ
ぁ
、
す
ご
い
」
と
一
言
。
何
が
す
ご
い
の

か
と
い
え
ば
、
建
物
を
支
え
る
部
材
（
筋
交
い
）
を

一
本
取
り
外
し
て
み
る
と
、
家
が
グ
ラ
グ
ラ
に
な
り
、

再
び
取
り
付
け
る
と
し
っ
か
り
と
建
ち
ま
す
。
建
物

の
計
算
さ
れ
た
構
造
に
植
田
家
の
ス
タ
ッ
フ
も
一
緒

に
な
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

　

体
験
後
、
講
座
室
で
行
わ
れ
た
北
村
さ
ん
の
「
木

と
建
物
と
地
球
環
境
」
の
話
も
興
味
が
尽
き
ず
、「
木
」

の
面
白
さ
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

（
旧
植
田
家
住
宅　

ス
タ
ッ
フ
）

第二回の様子第三回の様子

黙
々
と
彫
る
参
加
者

木
と
家
に
つ
い
て
の
講
座

ス
タ
ッ
フ
も
一
緒
に　

５
人
で
組
み
立
て
。

↑
作
品
が
完
成
！
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三
会
所
だ
よ
り

　

鴻
池
新
田
会
所
で
は
早
春
の
ア
セ
ビ
の
花
に

は
じ
ま
り
、
ウ
メ
、
ツ
ツ
ジ
、
フ
ジ
、
ク
チ
ナ
シ

な
ど
と
、
庭
木
の
花
が
咲
い
て
ゆ
き
ま
す
が
、

残
念
な
こ
と
に
サ
ク
ラ
も
な
く
、
花
を
目
当
て
に

訪
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
催
し
の

な
い
日
は
じ
つ
に
閑
散
と
し
て
、
雑
然
喧
騒
の

街
に
穴
を
開
け
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
本
屋
と

蔵
の
並
び
の
間
は
見
通
し
の
よ
い
広
場
で
、そ
こ

は
か
つ
て
は
頑
迷
に
除
草
さ
れ
裸
地
で
し
た
が
、

い
ま
は
飛
砂
と
表
土
流
失
を
防
ぐ
た
め
草
地
と

し
、一
昨
年
こ
ろ
か
ら
シ
バ
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る

雑
草
を
適
当
に
刈
っ
た
り
抜
い
た
り
し
な
が
ら
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
育
つ
と
こ
ろ
を
見
守
っ
て
お
り
ま
す
。

　

セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
、ヒ
メ
ス
ミ
レ
、ア
メ
リ
カ

フ
ウ
ロ
、
カ
タ
バ
ミ
、
オ
オ
バ
コ
、
ハ
コ
ベ
、
ウ
ラ

ジ
ロ
チ
チ
コ
グ
サ
、
コ
メ
ヒ
シ
バ
、
メ
ヒ
シ
バ
、

コ
ス
ズ
メ
ガ
ヤ
、エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
、カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
、

ス
ズ
メ
ノ
ヤ
リ
、ド
ク
ダ
ミ
な
ど
五
〇
種
あ
ま
り

の
草
本
群
落
で
、外
来
種
も
多
い
平
凡
な
人
里
～

都
市
型
植
生
で
す
が
、
生
垣
の
陰
に
は
カ
ラ
ス

ビ
シ
ャ
ク
な
ど
あ
ま
り
見
か
け
な
い
も
の
見
つ

か
り
ま
す
。会
所
周
辺
で
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た

野
良
の
気
配
が
い
く
ら
か
残
れ
ば
と
思
い
つ
つ
、

秋
の
終
わ
り
ま
で
そ
れ
ら
の
姿
を
楽
し
む
こ
と

に
い
た
し
ま
す
。
草
を
あ
て
に
し
た
虫
や
鳥
を

見
か
け
る
機
会
も
増
え
ま
し
た
。

　

な
お
、
五
月
か
ら
六
月
上
旬
に
か
け
て
は
歴

史
講
座
や
小
展
示
、
史
跡
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
の

催
し
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。く
わ
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

(

鴻
池
新
田
会
所 

松
田
順
一
郎)

場　所 ： 東大阪市鴻池元町2-30
交　通 ： JR学研都市線「鴻池新田」駅
　　　   下車、南東に徒歩5分
開　館 ： 10時～16時
休館日 ： 月曜日、祝日の翌日（土・日除く）
観覧料 ： 大人300円、小・中学生200円
お問い合わせ ： 06-6745-6409（電話）
　　　　　　　06-6744-7498（FAX）
ホームページ：

（4）

●鴻池新田会所

http://www.bunkazaishisetsu.or.jp/kaisho/

a: ヒメスミレ Viola inconspicua subsp. Nagasakiensis、　b: カタバミ Oxalis corniculata、　c: カラスビシャク Pinellia ternata。

ヒメスミレにはツマグロヒョウモン ( 蝶 ) の幼虫が、カタバミにはヤマトシジミ ( 蝶 ) の幼虫がつき、羽化して草地を飛び回る。

◇
加
賀
屋
新
田（
住
之
江
の
ま
ち
案
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
）

　

・
５
月
５
日（
祝
）「
す
み
す
み
公
園
フ
ェ
ス
タ
二
〇
一
五
」

　

・
５
月
22
日（
金
）「
大
阪
南
港
咲
洲
を
歩
き
、い
い
と
こ

　
　

再
発
見
」（
住
之
江
会
館 

主
催
） 

℡
０
６
‐
６
６
８
３
‐
２
８
８
２
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旧
植
田
家
住
宅
の
座
敷
で
楽
し
む
落
語
会
は
、
今

回
で
三
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
落
語
は
噺

は
な
し

の

中
に
昔
の
生
活
様
式
や
表
現
が
た
く
さ
ん
盛
り
込
ま

れ
、
昔
の
く
ら
し
に
つ
い
て
学
ぶ
に
は
最
高
の
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
い
え
ま
す
。
旧
植
田
家
住
宅
で

は
、
小
学
生
を
対
象
に
展
示
や
体
験
を
通
し
て
昔
の

く
ら
し
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
が
、

こ
の
落
語
会
も
そ
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

　

さ
て
、
二
〇
一
五
年
二
月
八
日
（
日
）「
旧
家
で
楽

し
む
落
語
会
」
は
、
お
馴
染
み
「
素
人
寄
席 

天
満
天

神
の
会
」
の
四
人
の
方
々
に
出
演
し
て
頂
き
ま
し
た
。

演
目
は
、
八
軒
家
た
し
歌
さ
ん
の
「
阿あ

み
だ
い
け

弥
陀
池
」、
天

神
亭
神か
み
さ
ん山

さ
ん
の
「
道
具
屋
」、
天
神
亭
真
ん
紀
さ
ん

の
「
厄
払
い
」、
そ
し
て
天
神
亭
岩
塩
さ
ん
の
「
井
戸

の
茶
碗
」
で
す
。
会
場
の
座
敷
が
、
よ
り
一
層
落
語

会
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
て
臨
場
感
を
作
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
噺
の
中
に
は
、
旧
植
田
家
住
宅
で
見
る
こ

と
の
で
き
る
道
具
も
た
く
さ
ん
登
場
し
、
当
日
は
落

語
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
物
を
展
示
で
見
る

こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

ど
の
演
目
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
所
作
や
言
葉
の

妙
に
感
心
を
覚
え
な
が
ら
聴
い
て
い
る
と
、
そ
れ
が

い
つ
の
間
に
か
笑
い
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付

き
ま
し
た
。
ま
た
、
座
布
団
の
上
で
一
人
の
人
が
動

き
や
声
の
調
子
を
変
え
な
が
ら
、
一
人
で
会
話
を
し

て
い
る
姿
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
面
白
い
（
滑
稽
）

だ
ろ
う
な
と
考
え
た
り
、
噺
の
中
で
起
こ
る
奇
想
天

八軒家 たし歌  「阿弥陀池」

天神亭 真ん紀  「厄払い」

天神亭 神山  「道具屋」

天神亭 岩塩  「井戸の茶碗」

外
な
出
来
事
な
の
に
「
実
際
に
あ
り
そ
う
」
と
可
笑

し
く
思
い
な
が
ら
そ
の
世
界
に
は
ま
っ
て
い
る
と
、

笑
い
と
と
も
に
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い

き
ま
し
た
。

　

当
日
の
会
場
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
お
な
か
が
痛
く

な
る
く
ら
い
笑
い
ま
し
た
。
し
わ
も
ふ
え
ま
し
た
。」

「
落
語
、
大
好
き
に
な
り
ま
し
た
。」「
久
し
ぶ
り
に
笑

い
ま
し
た
」
な
ど
の
喜
び
の
感
想
が
多
く
あ
り
、
参

加
者
の
皆
さ
ん
は
大
満
足
な
様
子
で
し
た
。
ま
た
会

場
も
満
員
御
礼
の
賑
わ
い
ぶ
り
で
、
次
回
開
催
の
期

待
も
高
ま
り
ま
し
た
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
子
ど
も

の
参
加
者
が
一
人
も
な
く
、
子
ど
も
た
ち
は
落
語
会

よ
り
も
日
曜
の
休
暇

4

4

を
楽
し
ん
だ
よ
う
で
す
。

（
旧
植
田
家
住
宅　

安
藤 

亮
）

   

♪
チ
ャ
カ
チ
ャ
ン
リ
ン
チ
ャ
ン
リ
ン
、デ
ン
デ
ン
♪



― 12 ― 12

【
畑
の
新
メ
ン
バ
ー
】

　

現
在
、
登
録
制
に
な
っ
て
い
る

畑
メ
ン
バ
ー
。
前
期
・
後
期
と
に

分
け
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
前

期
は
夏
野
菜
、
後
期
は
冬
野
菜
を

育
て
て
い
る
。
当
初
は
、
こ
の
よ

う
な
登
録
制
で
は
な
く
、
毎
回
、

事
前
に
申
し
込
む
自
由
な
状
態

だ
っ
た
。
ま
し
て
や
相
手
は
小
学

生
の
子
ど
も
ば
か
り
な
の
で
、
忘

れ
る
忘
れ
る（
笑
）。
申
し
込
ん

だ
事
す
ら
、
全
く
覚
え
て
お
ら

ず
、
だ
～
れ
も
来
な
い
ス
タ
ッ
フ
だ
け
の
寒
む
す
ぎ

る
収
獲
の
日
も
あ
っ
た
。
か
と
思
え
ば
、「
試
食
」
の

２
文
字
が
付
く
と
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
人
数
が
押
し

寄
せ
る
。
…
み
ん
な
チ
ャ
ッ
カ
リ
し
て
ま
す
ワ
。「
ア

ン
タ
、
誰
？
？
」
っ
て
顔
も
チ
ラ
ホ
ラ
。
そ
ん
な
ん
、

世
話
も
し
て
へ
ん
の
に
、
食
べ
ら
れ
へ
ん
や
ろ
～
、

フ
ツ
ウ
。（
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ａ
の
叫
び
）

　

そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
不
公
平
と
い
う
事
も
あ
り
、

数
年
前
か
ら
今
の
形
態
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
興
味

を
持
っ
て
頂
け
た
親
御
さ
ん
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が

増
え
、
子
ど
も
と
共
に
参
加
。
今
で
は
申
込
多
数
で
、

抽
選
と
い
う
方
法
も
取
ら
せ
て
頂
い
た
。
こ
の
度
、

新
メ
ン
バ
ー
も
多
数
加
わ
り
、
新
た
な
始
ま
り
と
な

る
。
私
自
身
、
改
め
て
気
を
引
き
締
め
る
と
と
も
に
、

今
後
の
参
考
に
と
前
メ
ン
バ
ー
と
、
そ
の
親
御
さ
ん

に
感
想
を
伺
っ
た
。
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ご
協
力
下
さ
っ
た
方
々
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
今
後
も
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
ん
で
色
々
な
体

験
が
で
き
る
よ
う
、
無
い
知
恵
を
絞
り
出
し
な
が
ら

頑
張
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

４
月
下
旬
か
ら
前
期
メ
ン
バ
ー
、
始
動
で
す
！

No.24

●土から野菜が出てくるのにビックリした。（Ｓちゃん）

●みんなと一緒に収穫した野菜を食べてうれしかった。
　苦手だった豆ごはんも食べれた。甘かった。
　家でも食べれた。（Ａくん）

子どもたちからの感想

保護者の方々からの感想
●なかなか土と触れ合う機会がない中、貴重な体験をさせて頂きありがたい。
●野菜作りを通じ、旬の味を体で感じてくれて良かった。
●珍しい伝統野菜と関わり、野菜本来の味や苦みを知れて良かった。
●家ではあまり野菜を食べないが、みんなと一緒だとおかわりまでする。
●野菜の知らない事を教えてもらったり、調理法まで教わった。
●ＫＡＭＡさん、ご飯炊くの上手すぎ！  （KAMA、照 ~~；）

●自分で種をまいて出来た野菜はとても美味しかった。
　好きじゃない野菜も食べれた。（Ｉちゃん）

●野菜の種類で収穫の仕方が違うのに驚いた。
　特に人参の収穫は大変だったけどおもしろかった。（Ｍちゃん）

●いろんな知らない野菜（伝統野菜）を知れて良かった。
　他の地方の珍しい野菜にも興味を持った。（Ｙちゃん）

●ゴマみたいな小さい種が大根やカブになるのがすごく不思議だった。（Ｉくん）

●野菜には色んな種類があるんだなぁと勉強できた。同じ大根なのに味が全然違う
　し、人参も種類によって色が違うことにも驚いた。毎回少しづつ成長する野菜を
　見てワクワクした。これからも野菜をたくさん食べようと思う。（Ｙちゃん）

●土の匂いがいい匂いだった。（Ｋくん）
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第
十
五
回

◇
完
成
！
八
尾
駅
前
広
場

　

か
ね
て
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
周

辺
整
備
も
、
南
側
駅
前
広
場
の
完
成
に
よ
っ
て
、

一
段
落
が
つ
い
た
。
思
え
ば
平
成
二
十
二
年
度

（
二
〇
一
〇
）
か
ら
周
辺
の
工
事
が
開
始
さ
れ
、

約
五
年
の
間
に
、
旧
駅
舎
の
解
体
か
ら
仮
駅
舎
を

経
て
、
橋
上
駅
舎
と
自
由
通
路
が
完
成
し
、
踏
み

切
り
の
拡
幅
工
事
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
北
側
駅

前
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
横
断
歩
道
に

信
号
機
が
付
け
ら
れ
、
車
や
人
び
と
の
流
れ
と
動

き
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
遷
を
わ
ず
か
な
が
ら
も

記
録
し
よ
う
と
、
旧
植
田
家
住
宅
で
は
植
松
の
ま

ち
を
中
心
に
、
地
域
の
聞
き
取
り
や
ま
ち
あ
る
き

な
ど
を
行
な
っ
て
来
た
。
ま
た
展
示
や
こ
う
し
た

広
報
誌
を
通
し
て
、
ま
ち
と
ひ
と
と
の
面
白
さ
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
Ｊ
Ｒ
八
尾
駅
前
広
場
は
三
月
三
十
一
日

に
正
式
に
供
用
開
始
と
な
っ
た
。
環
境
に
配
慮
し

た
設
備
や
花
壇
、
憩
い
の
ベ
ン
チ
、
ロ
ー
タ
リ
ー

に
加
え
タ
ク
シ
ー
乗
り
場
も
設
け
ら
れ
、
ま
さ
に

新
八
尾
駅
の
誕
生
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
時

に
失
わ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
良
く
も
悪
く
も
道

路
事
情
だ
け
は
変
わ
ら
ず
、
古
い
ま
ち
な
ら
で
は

の
環
境
が
保
た
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
旧
駅
の
北
と

南
の
ホ
ー
ム
を
結
ぶ
跨
線
橋
に
使
用
さ
れ
て
い
た

柱（「
鉄
道
院
」の
記
載
あ
り
）も
再
利
用
さ
れ
、
現
在

は
街
灯
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
次
な
る
変
化
の
前

に
、
ぜ
ひ
一
度
、
新
八
尾
駅
を
ご
覧
あ
れ
。

　「ＪＲ八尾駅前広場、
　　　　   　　3 月 31 日供用開始。」

跨線橋の柱を利用した街灯 完成したＪＲ八尾駅前広場

あれから
　２年…

工事前の南側駅舎（2011.4）と

　　    駅舎の解体風景（2012.2）
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二
〇
一
四
年『
文
藝
春
秋
』八
月
号
で
独
占
公
開
さ

れ
た
、
川
端
康
成
が
初
恋
の
女
性
に
綴
っ
た
と
さ
れ

る
恋
文
は
、
そ
の
情
熱
的
な
愛
の
言
葉
か
ら
、
文
学

作
品
と
は
ま
た
別
種
の
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
と
、

同
時
に
川
端
と
生
涯
親
し
い
交
わ
り
を
持
ち
続
け
た

今
東
光
が
、川
端
の
死
後
に
発
表
し
た「
小
説
川
端
康

成
」（
初
出『
オ
ー
ル
読
物
』昭
和
四
十
七
年
七
月
号
、単
行

本『
青
春
放
浪
』昭
和
五
十
一
年
三
月
三
十
日
光
文
社
発
行
）

で
、
描
写
し
て
い
た
若
き
川
端
康
成
の
姿
と
共
通
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

川
端
の
年
譜
の
一
九
一
九（
大
正
八
）
年
二
十
歳
の

項
目
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
一
高
の『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
七
七
号
に「
ち
よ
」を

　
発
表
。
池
田
虎
雄
の
紹
介
で
今
東
光
を
知
り
、西
片
町

　
の
今
家
に
出
入
り
し
た
。東
光
の
父
武
平
か
ら
心
霊
学
・

　
神
智
学
へ
の
興
味
を
う
え
つ
け
ら
れ
る
。こ
の
年
、本
郷
元

　
町
の
カ
フ
ェ
・
エ
ラ
ン
で
伊
藤
初
代（
千
代
）と
知
り
合
う
。

落
穂
拾
い

　

 -
今
東
光
の
薫
風- 

（十
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
・
伊
東  

健

　

東
光
は「
小
説
川
端
康
成
」
で
は
、
こ
の
カ
フ
ェ
を

〝
魚
の
目
〟
と
仮
名
し
、
千
代
を
チ
ヨ
と
表
記
し
た
う

え
で
、
親
し
み
を
込
め
て
チ
イ
公
と
称
し
、
二
人
の

出
会
い
の
風
景
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
　
そ
れ
は
ま
っ
た
く
小
さ
な
可
愛
ら
し
い
妖
精
だ
っ
た
。

　
き
ち
っ
と
合
せ
た
襟
も
と
か
ら
流
れ
る
胸
の
線
は
い
さ

　
さ
か
の
膨
み
も
な
い
。つ
ま
り
乳
房
の
存
在
を
感
ぜ
し

　
め
な
い
の
だ
。細
い
胴
に
赤
い
帯
を
し
め
、す
ら
り
と

　
長
い
脚
を
包
ん
だ
裾
が
ひ
ら
ひ
ら
と
し
て
活
発
に
店
の

　
中
を
動
い
て
い
る
姿
は
ま
る
で
飛
び
廻
っ
て
い
る
よ
う

　
に
軽
快
だ
っ
た
。（
中
略
）

　
　
チ
イ
公
は
お
煙
草
盆
と
い
う
髪
の
よ
く
似
合
う
娘

　
だ
っ
た
が
、僕
が
一
つ
気
に
な
っ
た
こ
と
は
泣
き
黒ぼ

く
ろ子

　
が
あ
っ
た
こ
と
で
何
だ
か
薄
幸
な
感
じ
を
与
え
る
哀
し

　
い
娘
だ
っ
た
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
川
端
は
得
も
言
わ

　
ず
惹
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

川
端
と
チ
ヨ
の
初
恋
と
、
東
光
の
人
妻
と
の
恋
が
対

比
的
に
描
写
さ
れ
、東
光
は
自
ら
を
偽
悪
的
に
語
る
こ

と
で
、川
端
の
純
愛
を
強
調
し
ま
す
。ま
ま
な
ら
な
い

関
係
は
、ど
ち
ら
も
終
結
を
迎
え
ま
す
が
、東
光
に
は

川
端
が
チ
ヨ
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
見
え
て
い
た
よ

う
で
す
。そ
の
上
で
、東
光
は
次
の
よ
う
に
記
し
ま
す
。

コ
ラ
ム

　
　
川
端
が
終
生
か
わ
ら
な
い
美
少
女
讃
美
の
原
点
と

　
な
っ
た
チ
イ
公
の
生
い
立
ち
な
ど
僕
は
知
る
由
も
な
い
。

　
ま
た
い
か
な
る
家
庭
に
育
ち
、
ど
ん
な
教
育
を
受
け

　
た
か
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
の
南
部
産

　
の
す
こ
ぶ
る
美
少
女
で
あ
っ
た
面
影
は
今
で
も
忘
れ

　
な
い
。（
中
略
）

　
　
し
か
も
川
端
を
惑
乱
さ
せ
、
そ
の
惑
乱
は
彼
の
一
生

　
を
通
じ
て
抜
け
切
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
印
象
を
与
え
た

　
こ
と
を
想
え
ば
、チ
イ
公
の
出
現
の
役
割
も
大
い
に
意
義

　
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

東
光
は
、
川
端
と
の
関
係
を
時
に〝
陰
陽
相
和
し
て

五
十
年
〟
と
称
し
た
り
、〝
単
な
る
友
情
と
い
う
も
の

で
は
な
い
〟
と
も
表
現
し
、
川
端
に
万
感
の
想
い
を

込
め
た
戒
名（
文
鏡
院
殿
孤
山
康
成
大
居
士
）
を
送
り
、

そ
の
死
を
見
送
り
ま
し
た
。

　

将
来
の
文
豪
が
、ま
だ
若
き
新
進
作
家
と
し
て
登
場

す
る
前
後
に
味
わ
っ
た
初
恋
の
苦
い
味
を
、友
人
の

目
線
で
描
い
た「
小
説
川
端
康
成
」を
最
新
の
資
料
と

併
せ
て
読
む
と
、い
つ
の
時
代
も

必
死
に
生
き
た
恥
も
外
聞

も
な
い
青
春
が
あ
っ
た

の
だ
と
勇
気
づ
け
ら
れ

ま
す
。

イラスト/安富士

※前号で回数を「（十七）」のところ「（十六）」と表記していました。お詫びして訂正いたします。
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