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問
学
校
教
育
課　
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０
１
３
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０
１
４
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よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
17

　

本
年
度
の
学
校
運
営
の
重
点
の

一
つ
と
し
て「
安
全
・
安
心
な
学
校
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

地
域
の
人
と
と
も
に
教
職
員
も
街

頭
に
立
ち
、
登
校
の
安
全
を
見
守

り
な
が
ら
、
あ
い
さ
つ
の
励
行
に

努
め
て
い
ま
す
。

　

先
日
も
地
域
の
人
が
「『
ス
ク
ー

ル
ガ
ー
ド
さ
ん
に
あ
い
さ
つ
し
て

や
』と
声
を
か
け
る
班
長（
上
級
生
）

が
い
る
班
は
、
い
つ
も
元
気
に
あ

い
さ
つ
を
す
る
子
ど
も
た
ち
の
姿

が
見
ら
れ
ま
す
。
私
も
元
気
を
も

ら
っ
て
ま
す
。」
と
笑
顔
で
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
い
さ
つ
が

あ
ふ
れ
る
地
域
は
、
活
気
が
あ
る

だ
け
で
な
く
、
互
い
が
顔
見
知
り

に
な
る
た
め
か
犯
罪
も
少
な
い
と

聞
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら

も
地
域
の
人

と
と
も
に
、

あ
い
さ
つ
が

あ
ふ
れ
る
安

全･

安
心
な

環
境
づ
く
り

を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

《大宝小学校》「あいさつ」から始める安全・安心な環境づくり

灰塚山の巨木伝説

　

栗
東
市
下
戸
山
を
流
れ
る
金
勝
川

と
名
神
高
速
道
路
が
交
わ
る
脇
に

「
灰
塚
山
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
山
に
は
伝
説
が
あ
り
、
大
き

な
栗
の
木
を
燃
や
し
た
灰
が
積
も

り
、
山
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
栗
の
木
の
伝
説
か
ら
旧
近

江
栗
太
郡
（
現
栗
東
市
、
草
津
市
お

よ
び
大
津
市
と
守
山
市
の
一
部
）
の

名
の
由
来
に
も
な
っ
て
お
り
、
過
去

の
書
物
を
調
べ
て
み
る
と
、
い
ろ
い

ろ
と
面
白
い
話
が
出
て
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
木
の
大
き
さ
が
途
方
も
な

く
大
き
く
、
平
安
時
代
末
期
の
「
今

昔
物
語
集
」
で
は
、
近
江
栗
太
郡
に

柞は
は
そ

注
の
巨
木
が
あ
り
、
そ
の
幹
の

太
さ
は
五
百
人
が
両
手
を
伸
ば
し
て

輪
に
な
る
と
、
や
っ
と
抱
え
ら
れ
る

ほ
ど
で
、
木
の
陰
も
大
き
く
、
朝
日

は
丹
波
の
国
に
影
を
差
し
、
夕
方
に

は
伊
勢
の
国
に
影
が
差
す
ほ
ど
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
大
き
な
影
の
影
響
か

ら
志
賀
・
栗
太
・
甲
賀
三
群
の
百
姓

は
田
畑
が
作
れ
ず
、
天
皇
に
申
し
出

た
と
こ
ろ
、
天
皇
の
遣
い
に
よ
っ
て

木
は
切
り
倒
さ
れ
、
田
畑
を
作
る
こ

と
が
で
き
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
今
昔
物
語
集
」
で
は
灰
塚
山
の

こ
と
ま
で
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

こ
の
伝
説
が
記
載
さ
れ
て
い
る
書
物

は
複
数
あ
り
、
少
し
ず
つ
物
語
に
も

違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

室
町
時
代
の
「
三
国
伝
記
」
で
は

柞
の
木
か
ら
栗
の
木
に
変
わ
っ
て
お

り
、
切
り
倒
す
際
に
切
り
込
み
を
入

れ
て
も
、
巨
木
が
樹
の
王
で
あ
る
た

め
、
草
木
が
夜
の
う
ち
に
傷
口
を
治

し
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
切
れ
ず
、

最
後
に
は
燃
や
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
「
東
海
道
名
所

図
会
」
で
も
目
川
と
梅
木
（
今
の
六

地
蔵
あ
た
り
）
の
間
に
、
同
様
の
栗

の
大
木
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
お

り
、
耕
作
の
妨
げ
と
な
る
の
で
、
焼

き
払
っ
た
こ
と
で
灰
塚
が
で
き
た
と

書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
物
語
は
あ
く
ま
で
伝
説
で
す

が
、
こ
の
地
域
を
開
拓
し
た
時
代
を

伝
え
て
い
る
も
の
と
も
さ
れ
て
お

り
、
地
名
か
ら
歴
史
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

注
柞
は
コ
ナ
ラ
の
古
名
と
言
わ
れ
る

問商工観光労政課

　☎ 551-0236　　FAX 551-0148

150

灰塚山

山の前には灰塚橋があり、交差
点の名称にもなっています。
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