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葉
山
東
小
学
校
で
は
、「
ニ
コ
ッ
と

あ
い
さ
つ
自
分
か
ら
！
」
を
合
言
葉

に
自
ら
進
ん
で
あ
い
さ
つ
す
る
子
ど

も
を
育
て
て
い
ま
す
。

　

５
月
に
実
施
し
た
「
１
年
生
を
む

か
え
る
会
」
で
は
、
各
学
年
が
１
年

生
に
学
校
の
良
さ
や
楽
し
さ
を
分
か

り
や
す
く
教
え
ま
し
た
。
４
年
生
は
桃

太
郎
の
劇
を
演
じ
、「
日
本
一
の
あ
い

さ
つ
を
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
朝
、「
健
康
観
察
板
」
を

返
却
に
行
く
１
年
生
は
、
職
員
室
の

出
入
り
口
か
ら
中
を
の
ぞ
い
て
「
お

は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
元
気
な
声

で
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
ま
す
。
少
し

ず
つ
で
す
が
進
ん
で
あ
い
さ
つ
を
す

る
子
ど
も
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」「
い
た
だ

き
ま
す
」「
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」
な
ど
日
常
に

使
う
あ
い
さ
つ
を

心
を
こ
め
て
自
然

に
言
え
る
子
ど
も

た
ち
の
姿
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

く
り
ち
ゃ
ん
元
気
い
っ
ぱ
い
運
動
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発掘調査と地名
　　　～林遺跡～
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今
回
は
小
字
地
名
と
遺
跡
の
関
わ

り
に
つ
い
て
、
栗
東
市
林
に
あ
る
林

遺
跡
を
例
に
し
て
紹
介
し
ま
す
。　

　

林
遺
跡
内
に
は
「
車
塚
」「
磐い

わ

穴あ
な

」

「
磐い

わ
　
つ
か塚
」「
大
塚
」「
小ぼ

瓜け

塚つ
か

」「
藤
塚
」

な
ど
の
古
墳
に
関
連
す
る
と
考
え
ら

れ
る
小
字
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
現
在
は
古
墳
と
し
て
は
残

存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、「
磐
穴
」「
磐

塚
」
は
石
積
み
の
墓ぼ

室し
つ

が
あ
る
横よ

こ

穴あ
な

式し
き

石せ
き

室し
つ

墳ふ
ん

で
あ
り
、「
大
塚
」
は

１
０
０
メ
ー
ト
ル
×
８
０
メ
ー
ト
ル

の
範
囲
で
周
囲
よ
り
１
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
高
い
畑
地
と
し
て
大
規
模
古
墳
の

名
残
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　
「
車
塚
」
は
全
国
各
地
の
前ぜ

ん

方ぽ
う

後こ
う

円え
ん

墳ふ
ん

に
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
前
方
後
円
墳
の
形
状
が
荷に

車ぐ
る
ま

な
ど
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
つ
け

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
地
名
と
し
て
残
ら
な
い
古
墳

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
林
古

墳
群
は
相
当
大
規
模
な
古
墳
群
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
林
に
は
大
き
な
山
門
や
本

堂
で
有
名
な
新
善
光
寺
が
あ
り
ま

す
。
寺
の
西
側
に
は
「
田た

福ふ
く

寺じ

」
と

い
う
小
字
地
名
が
残
り
、
古
文
書
に

よ
る
伝
承
で
は
奈
良
時
代
に
金
勝
寺

の
別
院
で
あ
る
「
多た

福ふ
く

寺じ

」
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
20
年

に
「
田
福
寺
」
で
実
施
し
た
発
掘
調

査
で
は
、平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
・

室
町
時
代
の
遺
物
が
出
土
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
ら
は
鬼
瓦
を
含
む
瓦
類
、

花
瓶
、
香
炉
、
石
塔
破
片
、
多
数
の

白
壁
破
片
な
ど
の
ほ
か
「
寺
」
と
墨

書
さ
れ
た
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
寺
院
の
存
在
を
う
か
が

わ
せ
る
遺
物
で
、
奈
良
時
代
の
寺
院

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
寺
院

の
存
在
が
ほ
ぼ
確
実
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
地
名
や
地
形
か
ら

歴
史
を
探
る
「
歴
史
地
理
学
」
と
、

発
掘
調
査
で
地
中
を
調
べ
る
「
考
古

学
」
の
成
果
が
地
域
の
歴
史
を
解
明

す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

多福寺遺跡の調査では、溝から中世の土器が多数出土

▲「車塚」は前方後円墳が荷車に似ていることから名付けられました
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