
①「ふれあい」／プロンズ、
白花こう岩／山崎猛（たけし）

上から②③「縄文モニュ
メント」／ブロンズ／キャ
ラクター原案・滝島俊

カ
デ
ィ
ザ
さ
ん
の
お
話
の

内
容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲

◀

※彫刻名／素材／作者
①作品解説参考：『HOYA MONUMENTAL』 （1994年 保谷市企画部企画課発行）

最
終
回
の
今
号
は
、
東
伏
見
エ
リ

ア
の
彫
刻
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

東
伏
見
駅
北
口
ロ
ー
タ
リ
ー
の
中

央
に
建
つ
①「
ふ
れ
あ
い
」。
１
９
８

４
年
の
設
置
以
来
、
40
年
近
く
こ
の

街
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。
親
子
の

ふ
れ
あ
い
や
市
民
相
互
の
交
流
を
表

す
こ
の
彫
刻
は
、
遠
目
に
は
一
見
ハ

ー
ト
型
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
よ

く
見
る
と
そ
れ
が
親
子
だ
と
わ
か
る

と
い
う
仕
掛
け
を
、
作
者
が
意
図
し

て
い
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
造

形
全
体
か
ら
も
や
さ
し
い
印
象
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
、
前
回
紹
介
し
た

文
理
台
公
園
の
「
母
子
像
」
も
同
年

の
設
置
で
す
。
核
家
族
化
が
ピ
ー
ク

を
迎
え
、
近
代
家
族
観
が
崩
壊
し
て

い
っ
た
時
代
に
、
親
子
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
こ
れ
ら
の
彫
刻
に
は
、
ど
ん

な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
と
考
え
が
巡
り
ま
す
。

次
は
東
伏
見
の
新
た
な
見
ど
こ
ろ
、

２
０
１
８
年
設
置
の
下
野
谷
遺
跡
縄

文
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。
下
野
谷
遺

跡
は
縄
文
時
代
中
期
の
大
集
落
跡
で
、

未
来
に
残
す
べ
き
貴
重
な
文
化
遺
産

と
し
て
、
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。②
は
下
野
谷
遺
跡
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
『
し
ー
た
』
と
『
の
ー
や
』

が
出
土
土
器
の
像
を
バ
ッ
ク
に
立
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
土
器
、
実
は
上
部

と
胴
部
で
型
式
が
違
う
の
だ
そ
う
で

す
。
上
部
が
甲
信
越
地
方
の
曽
利
式
、

胴
部
が
南
関
東
の
連
弧
文
系
と
呼
ば

れ
る
タ
イ
プ
で
、
そ
の
融
合
型
が
こ

こ
で
出
土
し
た
こ
と
は
、
当
時
、
両

地
方
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
土
器
の
観
察
か
ら
は

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

流
通
品
と
は
思
え
な
い
作
り
の
下
手

な
土
器
も
多
く
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
土
器
作
り
の
プ
ロ
が
い
た
の

で
は
な
く
、
ム
ラ
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ

れ
の
ム
ラ
で
土
器
を
作
っ
て
い
た
こ

と
、
そ
こ
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
。③
は
、
し
た
の
や

ム
ラ
の
家
族
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
す
。

台
座
の
ハ
ン
ド
ル
（
発
電
装
置
）
を

回
し
、
縄
文
の
ム
ラ
に
つ
い
て
の
音

声
解
説
を
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
し
た
の
や
ム
ラ
を
Ｖ
Ｒ

体
験
で
き
る
ア
プ
リ
『
Ｖ
Ｒ
下
野
谷

縄
文
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
な
ど
遺
跡
の

知
識
を
深
め
る
材
料
を
用
意
し
て
い

ま
す
。
出
土
品
は
西
原
町
の
郷
土
資

料
室
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
ら
を
活
用
し
駅
周
辺
に
設
置
さ
れ

て
い
る
あ
と
２
基
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

を
見
つ
け
な
が
ら
、
ぜ
ひ
下
野
谷
遺

跡
を
訪
ね
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

約
２
万
人
と
も
い
わ
れ
る
日
本
に

暮
ら
す
難
民
の
人
々
は
、
ど
の
よ
う

な
思
い
で
生
活
し
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
市
内
に
暮
ら
す
カ
デ
ィ
ザ
・
べ

ゴ
ム
さ
ん
か
ら
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
わ
た
し
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ロ
ヒ

ン
ギ
ャ
と
い
う
少
数
民
族
の
出
身
で
、

生
ま
れ
育
っ
た
の
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ

ュ
で
す
。
千
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ

ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
は
、
宗
教
、
文
化
そ
し

て
言
葉
の
違
い
で
、
長
年
ミ
ャ
ン
マ

ー
の
軍
事
政
権
に
よ
っ
て
差
別
や
迫

害
を
受
け
て
き
ま
し
た
」。
国
連
が

〝
世
界
で
最
も
迫
害
を
受
け
て
い
る

少
数
民
族
〞
と
表
現
す
る
ロ
ヒ
ン
ギ

ャ
の
人
々
は
、
日
本
に
も
現
在
200
人

ほ
ど
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

カ
デ
ィ
ザ
さ
ん
は
既
に
難
民
認
定

を
受
け
て
い
た
夫
の
呼
び
寄
せ
に
よ

り
、
２
０
０
６
年
12
月
に
来
日
し
ま

し
た
。
カ
デ
ィ
ザ
さ
ん
に
は
日
本
に

来
た
ら
か
な
え
た
い
夢
が
あ
り
ま
し

た
。「
日
本
で
勉
強
し
て
、
民
族
の

問
題
解
決
の
た
め
に
貢
献
し
た
い
」。

し
か
し
実
現
に
は
大
き
な
困
難
を
伴

う
こ
と
に
す
ぐ
に
気
づ
き
ま
し
た
。

「
ま
ず
日
本
語
が
と
て
も
難
し
い
こ

と
。
物
価
も
高
く
、
生
活
を
維
持
す

る
の
が
や
っ
と
の
状
況
で
、
ど
う
や

っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
と
、不
安
な
思
い
を
持
ち
ま
し
た
」。

で
す
が
、
カ
デ
ィ
ザ
さ
ん
は
あ
き

ら
め
ま
せ
ん
で
し
た
。「
な
ぜ
な
ら
、

わ
た
し
に
は
難
民
と
い
う
地
位
が
あ

り
ま
す
。
迫
害
と
戦
っ
て
き
た
と
い

う
ス
テ
ー
タ
ス
で
す
。
難
民
は
み
な

さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
笑
い
、
喜
び
、

悲
し
み
、
夢
を
持
っ
て
い
る
人
間
で

す
。
教
育
が
あ
れ
ば
、
難
民
も
夢
を

か
な
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
け

入
れ
た
国
の
負
担
に
な
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
国
の
発
展
に
貢
献

で
き
る
存
在
に
な
る
の
で
す
」

カ
デ
ィ
ザ
さ
ん
は
、
日
本
政
府
に

よ
る
第
三
国
定
住
難
民
の
支
援
施
設

「
Ｒ
Ｈ
Ｑ
支
援
セ
ン
タ
ー
」
で
日
本

語
と
生
活
に
つ
い
て
学
び
、
必
死
に

猛
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
し
て
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
）
の
奨
学
金
制
度
を
利
用
し
、
２

０
０
９
年
青
山
学
院
大
学
に
入
学
し

ま
し
た
。
在
学
中
に
２
人
の
子
ど
も

も
授
か
り
ま
し
た
。
今
は
働
き
な
が

ら
、
市
内
で
子
育
て
を
し
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
た
ち
は
日
本
で
生
ま
れ
育

っ
て
い
ま
す
。
外
見
が
違
っ
て
も
、

日
本
の
他
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
よ

う
に
、
何
に
で
も
挑
戦
で
き
る
環
境

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
４
人
の
家
族
で
、
夢

に
向
か
っ
て
一
歩
一
歩
進
み
ま
す
。

い
つ
か
日
本
で
難
民
の
イ
メ
ー
ジ
が

よ
く
な
る
日
ま
で
」

こ
の
４
月
か
ら
は
大
学
院
に
進
学

し
ま
す
。「
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
問
題
に
取

り
組
め
る
よ
う
、
世
界
の
難
民
問
題

の
課
題
や
解
決
方
法
を
分
析
し
ま
す
。

い
ず
れ
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
難

民
キ
ャ
ン
プ
に
い
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
の

子
ど
も
た
ち
の
将
来
を
明
る
く
す
る

た
め
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
存
在
に

な
り
た
い
で
す
」。
カ
デ
ィ
ザ
さ
ん

の
挑
戦
は
続
き
ま
す
。

「
短
編
を
複
数
回
観
て
話
し
合
う

の
は
魅
力
的
な
試
み
。
感
動
（
同
じ

感
じ
方
）
を
共
有
す
る
の
で
は
な
い

と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
」「
映
画
は
何

度
観
て
も
気
付
き
が
あ
り
、
受
け
手

に
よ
っ
て
感
じ
方
が
そ
れ
ぞ
れ
。
当

た
り
前
の
こ
と
だ
け
ど
大
切
な
こ
と

に
気
付
け
る
時
間
で
し
た
」。（
参
加

者
の
声
）

こ
の
講
座
は
、①
映
像
を
集
中
し

て
観
る
、②
覚
え
て
い
る
こ
と
・
認

知
し
た
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
う
、

③
も
う
一
度
映
像
を
観
る
（
鑑
賞
中

発
言
可
）、④
再
度
話
し
合
う
、
と
い

う
次
第
で
各
回
を
進
め
ま
し
た
。

20
〜
70
代
の
男
女
13
人
が
参
加
し
、

う
ち
４
人
は
昨
年
度
も
実
施
し
た
同

講
座
へ
の
参
加
歴
が
あ
り
ま
し
た
。

鑑
賞
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
20
分
間

程
度
の
短
編
。
講
師
（
渡
邉
一
孝
：

映
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）
が
選
定
し

た
国
内
未
発
表
作
品
で
、
国
内
外
の

若
い
監
督
ら
に
よ
る
新
し
い
作
品
中

心
で
し
た
。

タ
イ
ト
ル
を
明
か
さ
ず
に
鑑
賞
を

始
め
る
の
で
、
参
加
者
は
事
前
に
知

識
の
収
集
や
準
備
が
で
き
ま
せ
ん
。

偏
見
が
な
い
状
態
で
観
て
、
知
覚
し
、

そ
れ
を
話
し
合
っ
て
共
有
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
け
る
被
写

体
・
背
景
・
状
況
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル

な
ど
を
、
多
く
の
参
加
者
が
共
通
し

て
覚
え
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
特

定
の
参
加
者
の
み
が
特
定
の
描
写
を

強
く
覚
え
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
し

た
。
同
一
の
作
品
を
観
た
は
ず
な
の

に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
知
覚
・
記
憶
し
て

い
る
こ
と
が
違
う
の
で
す
。

「
参
加
者
に
よ
っ
て
内
容
も
変
化

す
る
。
見
て
い
た
も
の
が
、
自
分
の

思
い
込
み
だ
っ
た
り
、
一
部
全
く
見

て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
に
気
付

い
た
」（
参
加
者
の
声
）。こ
の
よ
う
に
、

受
け
手
の
中
で
映
像
の
創
造
（
つ
く

り
か
え
）
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
講
師
の
言
葉
は
、
参
加
者
に

深
い
印
象
を
与
え
た
様
子
。「
映
画

を
観
る
人
は
、
作
る
側
の
人
と
同
じ

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
発
し
て
い

る
と
い
う
お
話
が
と
て
も
印
象
的
」

（
参
加
者
の
声
）。

一
度
目
と
二
度
目
そ
れ
ぞ
れ
の
鑑

賞
の
の
ち
、
話
し
合
い
が
進
む
に
つ

れ
て
徐
々
に
講
師
が
解
説
を
展
開
し
、

作
り
手
の
意
図
や
作
品
に
つ
い
て
の

概
要
や
詳
細
を
明
か
し
ま
し
た
。
３

回
の
講
座
で
鑑
賞
し
た
作
中
の
舞
台

は
中
国
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
マ
レ
ー
シ

ア
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
監
督
の
出
自
に

か
か
わ
る
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
や

現
地
の
社
会
問
題
を
背
景
に
含
ん
だ

作
品
も
あ
り
ま
し
た
。
時
間
が
許
せ

ば
、
作
品
の
題
材
や
表
現
に
つ
い
て
、

よ
り
深
く
追
究
で
き
る
可
能
性
を
参

加
者
も
感
じ
取
っ
た
よ
う
で
す
。「
二

度
見
る
こ
と
の
面
白
さ
。
三
度
目
も

観
た
い
」（
参
加
者
の
声
）。

来館時・講座参加時のお願い

・自宅での事前検温、マスクの着用、入館時の
手指消毒にご協力をお願いします。
・当日、平熱を超える発熱や体調不良がある場
合は、来館をご遠慮ください。

電話での講座申し込みは、平日９時～17時にお願いします。

わ
た
な
べ
か
ず
た
か

そ   

り

れ
ん  

こ  

も
ん

わ
が
街
を
も
っ
と
知
り
た
く
て

第
３
回　

東
伏
見
駅
周
辺

ち
ょ
こ
っ
と
彫
刻
さ
ん
ぽ

◇報告◇◇報告◇

保
谷
駅
前
公
民
館
主
催　

多
文
化
カ
フ
ェ

難
民
と
と
も
に
生
き
る

ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
の
女
性
の
お
話
か
ら
考
え
る

令
和
２
年
11
月
28
日
実
施

田
無
公
民
館
主
催　

映
像
か
ら
見
る
現
代

見
た
こ
と
の
な
い
映
像
を
観
る

令
和
２
年
12
月
７
・
14
・
21
日（
全
３
回
）実
施

西東京市
4 月 1 日
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