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《栗東西中学校》「地域とともに歩む学校」
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栗
東
西
中
学
校
で
は
、「
地
域
と
と

も
に
歩
む
学
校
」
を
目
指
し
て
、
生
徒

会
を
中
心
に
活
動
し
て
い
ま
す
。特
に
、

自
転
車
通
学
安
全
モ
デ
ル
推
進
校
と
し

て
「
通
学
安
全
の
た
め
の
取
組
み
」
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん

に
協
力
い
た
だ
き
、
登
校
時
に
、
交

通
量
の
多
い
笠
川
や
花
園
の
交
差
点
に

立
っ
て
、
交
通
マ
ナ
ー
の
啓
発
や
あ
い

さ
つ
運
動
を
し
た
り
、
地
域
の
人
を
講

師
に
交
通
安
全
に
関
す
る
生
徒
の
リ
ー

ダ
ー
研
修
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

先
日
、
生
徒
会
と
笠
川
自
治
会
の

皆
さ
ん
と
交
通
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
懇

談
会
を
行
い
ま
し
た
。
交
通
安
全
に
対

す
る
自
治
会
の
活
動
や
「
交
通
マ
ナ
ー

を
守
り
、安
全
に
登
下
校
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
地
域
の
願
い
を
知
り
、
生
徒
た

ち
は
、感
謝
の
気
持
ち
を
感
じ
ま
し
た
。

地
域
の
皆
さ
ん

に
「
あ
り
が
と
う
」

の
気
持
ち
を
伝
え

ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
も
積
極

的
に
活
動
し
て
い

き
ま
す
。

りっとう
再発見

栗東の算
さ ん

額
が く

多
く
の
人
び
と
が
東
海
道
や
中
山

道
を
行
き
交
い
、
全
国
各
地
の
文
化

に
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
江
戸
時

代
の
栗
東
を
は
じ
め
と
す
る
栗
太
郡

の
村
む
ら
で
は
、
地
方
の
文
化
や
学

問
を
リ
ー
ド
す
る
文
化
人
が
多
く
生

ま
れ
ま
し
た
。彼
ら
の
影
響
も
あ
り
、

江
戸
時
代
、
実
学
的
な
学
問
が
好
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

栗
太
郡
の
村
む
ら
で
の
学
問
の

浸
透
を
物
語
る
の
が
、
平
成
25
年

（
２
０
１
３
）
に
廃
寺
と
な
っ
た
善ぜ

ん

勝し
ょ
う

寺じ

（
御
園
）
に
伝
わ
っ
た
２
面
の

算
額
で
す
。
算
額
と
は
、
江
戸
時
代

中
期
以
降
に
日
本
で
独
自
に
発
達
し

た
数
学
（
和
算
）
の
問
題
や
そ
の
解

法
を
木
板
に
記
し
、
額
装
し
て
神
社

や
寺
院
な
ど
に
掲
げ
た
も
の
で
す
。

問
題
が
解
け
た
こ
と
を
神
仏
に
感
謝

し
、
ま
す
ま
す
勉
学
に
励
む
こ
と
を

祈
念
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
言
わ

れ
、
全
国
で
９
５
０
面
ほ
ど
の
算
額

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

近お
う

江み
の

国く
に

（
滋
賀
県
）
で
は
、
貞

じ
ょ
う

享き
ょ
う

元
年
（
１
６
８
４
）
か
ら
明
治

36
年
（
１
９
０
３
）
ま
で
に
合
計
33

面
の
算
額
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
明め

い

和わ

４
年
（
１
７
６
７
）
か
ら
明
治
36
年

ま
で
の
10
面
の
み
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
善
勝
寺
に
は
、
明
和

４
年
と
文ぶ

ん

政せ
い

２
年
（
１
８
１
９
）
に

奉
納
さ
れ
た
、
滋
賀
県
内
で
は
最
古

と
２
番
目
に
古
い
算
額
が
伝
わ
っ
て

い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
算
額
を
奉
納
し
た
の

は
、
善
勝
寺
の
近
く
に
住
み
膳ぜ

所ぜ

藩は
ん

の
郷ご

う

代だ
い

官か
ん

を
務
め
た
豪
農
で
、
文
政

2
年
の
奉
納
者
は
明
和
４
年
の
奉
納

者
の
ひ
孫
に
あ
た
り
ま
す
。
永
年
、

善
勝
寺
の
本
堂
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た

算
額
の
墨
書
は
、
風
雨
に
よ
り
ほ
ぼ

消
え
か
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
奉

納
者
は
地
方
に
生
ま
れ
た
た
め
和
算

の
師
や
書
籍
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ

と
、
独
学
で
和
算
を
学
び
、
算
額
の

奉
納
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
政

治
的
な
面
で
村
を
リ
ー
ド
し
た
豪
農

が
、
学
問
の
面
で
も
先
覚
者
と
な
っ

て
い
た
こ
と
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

平
成
25
年
の
善
勝
寺
の
廃
寺
後
、

阿あ

弥み

陀だ

寺じ

（
東
坂
）
の
所
有
と
な

っ
た
２
面
の
算
額
は
、
平
成
29
年

（
２
０
１
７
）
11
月
17
日
に
、
滋
賀

県
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
博
物
館
で
は
、
平
成
30

年
度
に
、
こ
れ
ら
の
算
額
を
紹
介
す

る
機
会
を
設
け
る
予
定
で
す
。

※
善
勝
寺
に
伝
来
し
た
文
化
財
は
、

一
部
は
栗
東
市
外
の
寺
院
に
移
さ

れ
ま
し
た
が
、
多
く
の
文
化
財
が

阿
弥
陀
寺
の
所
有
と
な
り
、
博
物

館
に
寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
。
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写
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４
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写
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算
額
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文
政
２
年
）
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言
え
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