
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一
． 

次
は
、
木
村
さ
ん
が
お
も
し
ろ
い
文
章
が
あ
る
と
紹
介
し
て
く
れ
た
二
つ
の
文
章
で
す
。
よ
く
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

【
Ａ
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【
Ｂ
】 

                      

（
１
）【
Ａ
】
の
①
に
は
題
名
が
入
り
ま
す
。
題
名
は
、
Ａ
、
Ｂ
の
文
章
中
で
共
通
し
た
話
題
を
表
す
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ふ
さ
わ
し
い
題

名
を
考
え
て
書
き
な
さ
い
。 

    

（
２
）
木
村
さ
ん
は
、【
Ｂ
】
の
文
章
の
お
も
し
ろ
さ
を
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
木
村
さ
ん
の
言
葉
に
続
く
説
明
を
考
え
ま
し
ょ
う
。 

      

（
３
）
二
つ
の
文
章
の
書
か
れ
方
の
共
通
点
に
つ
い
て
ま
と
め
た
次
の
文
の
（ 

 
 
 
 

）
に
適
切
な
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
。 

      

二
． 

次
の
短
歌
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

（ 
 
 
 
 
 
 
 

）
は
金
の
油
を
身
に
あ
び
て
ゆ
ら
り
と
高
し
日
の
ち
ひ
さ
さ
よ 

 
 
 
 
 
 

前
田 

夕
暮 

 

（
１
）（ 

 
 
 
 
 

）
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
次
の
□
か
ら
選
ん
で
（ 

 
 
 
 

）
に
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

   

 

（
２
）
な
ぜ
、
そ
の
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
の
か
、
理
由
を
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。 

       
中
学
校

国
語 

力
だ
め
し
１
（
読
む
こ
と
） 

（ 

）
年
（ 

）
組
（ 

）
番 

氏
名
（ 

 
 
 

 
 

） 

 

『 
 
 

① 
 
 

』 

  
 

将
棋
じ
ま
ん
の
男
が
、
三
番
続
け
て
負
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

数
日
後
、 

 

「
こ
の
間
は
、
何
局
指
し
た
ん
だ
い
？
」 

 

と
、
友
だ
ち
に
た
ず
ね
ら
れ
た
男
は
、 

 

「
三
局
」 

 

と
、
答
え
ま
し
た
。 

 

「
で
、
勝
敗
は
ど
う
だ
っ
た
？
」 

 

と
た
ず
ね
ら
れ
る
と
、 

 

「
一
局
目
は
、
オ
レ
が
勝
た
な
か
っ
た
。
二
局
目
は
、
向
こ
う
が
負
け

な
か
っ
た
。
三
局
目
は
、
オ
レ
が
勝
つ
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
相
手
が
勝

た
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
」 

 

（
注
１
）
局 

 

き
ょ
く
。
囲
碁
（
い
ご
）
や
将
棋
な
ど
の
勝
負
を
数
え
る
と
き
の
単
位
。 

  

『
的
（
ま
と
）
の
神
様
』 

 

あ
る
武
将
が
戦
い
で
負
け
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ど
こ
か

ら
と
も
な
く
神
様
が
あ
ら
わ
れ
て
、
助
け
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

武
将
が
神
様
に
お
礼
の
言
葉
を
言
っ
た
あ
と
で
、 

「
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
何
の
神
様
で
す
か
？
」 

と
た
ず
ね
る
と
、 

「
わ
し
は
的
の
神
様
じ
ゃ
」 

と
答
え
ま
し
た
。 

「
的
の
神
様
が
、
ど
う
し
て
私
を
助
け
て
く
れ
た
の
で
す

か
？
」 

と
、
武
将
が
た
ず
ね
る
と
、 

「
お
ま
え
は
弓
の
訓
練
を
や
っ
て
も
、
一
度
も
わ
し
を
射
た

こ
と
が
な
い
か
ら
の
う
。
そ
の
お
礼
じ
ゃ
」 

 

 

 

こ
の
文
章
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

・
二
つ
の
文
章
は
と
も
に
、
登
場
人
物
が
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）。 

 
 

・
ど
ち
ら
の
文
章
も
、
最
後
の
言
葉
で
（ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

石
楠
花

し
ゃ
く
な
げ 

 
 

向
日
葵

ひ

ま

わ

り 
 
 
 

薔
薇

ば

ら 
 
 
 
 

水
仙

す
い
せ
ん 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三
．
坂
本
さ
ん
は
冬
休
み
の
自
由
研
究
で
、
大
阪
の
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
資
料
を
集
め
、
ク
ラ
ス
の
人
に
紹
介
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

作
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
資
料
を
よ
く
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                   

                   

（
１
） 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
考
え
ま
し
た
。
こ
の
案
の
と
お
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
る
に
は
資
料
が
足
り
ま
せ
ん
。
ど
の
部
分
を
書
く
た
め
に

ど
の
よ
う
な
資
料
が
必
要
か
、
二
つ
さ
が
し
て
下
の
□
に
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         

（
２
） 

旬
（
し
ゅ
ん
）
の
大
阪
の
伝
統
野
菜
の
紹
介
の
コ
ー
ナ
ー
も
作
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
（
１
月
）
が
旬
（
し
ゅ
ん
）
の
大
阪
の
伝
統
野
菜
を
す
べ
て
書
き 

な
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

※
旬 

も
っ
と
も
味
の
良
い
出
盛
り
の
時
期
。 

  

   

（
３
） 

坂
本
さ
ん
は
ま
ず
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
２
の
な
に
わ
の
伝
統
野
菜
の
紹
介
の
②
の
案
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
間
違
い
の
な
い
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
す

る
た
め
に
は
直
し
た
ほ
う
が
良
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
を
直
す
と
良
い
か
、
下
の
□
に
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
良
い
と
こ
ろ
も
書
き
な
さ

い
。 

         

○パンフレットの構成

案 

１．「なにわの伝統野菜

とは」 

２．なにわの伝統野菜

紹介 

①泉州黄玉葱 

②高山真菜 

③鳥飼茄子 

３．あなたの地域にも

あるなにわの伝統野菜 

４．「ゆるきゃら」にな

った伝統野菜 

 

＜高山真菜について＞ 

 

産地：大阪府北部の豊能

町高山地区 

 

いつから栽培：江戸時代 

 

特徴：アブラナ科のつけ

な類で茎の部分が

やわらかくて、甘み

があって、私は食べ

たことがあって、け

っこう好きなので

すが、弟は嫌いだと

言っています。 

 

 

（
直
し
た
ほ
う
が
良
い
と
こ
ろ
） 

   

（
良
い
と
こ
ろ
） 

 
 

 

すいたん 
吹田市制が７０周年を
迎えるにあたり、デザイ
ンと愛称を公募して誕
生したのが「すいたん」
です。吹田の特産「吹田
くわい」がモチーフにな
っており、右肩に情熱を
表すハートを左肩には
市民の花「さつき」をつ
けています。 

（吹田市より資料提供）                    （大阪府ホームページ「なにわの伝統野菜」より） 

※ゆるきゃら 

 何かの宣伝のための 

かわいらしいマスコッ

トキャラクターのこ

と。 

 


