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問
幼
児
課

　

☎
551-

０
４
２
４　

ＦＡＸ
551-

０
１
４
９

よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
24

《金勝第１幼児園》「みんなで食べるとおいしいね」

「穴
あ な む ら み ち

村道」

本
市
を
代
表
す
る
歴
史
的
・
文
化

的
な
遺
産
の
一
つ
に
、
東
海
道
・
中

山
道
沿
い
に
広
が
る
街
道
文
化
が
あ

り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
栗
東
に
は
、

宿
場
と
宿
場
の
間
の
休
憩
所
で
あ
る

“
立た

て

場ば

”
が
三
か
所
に
設
け
ら
れ
、

梅う
め
のノ

木き

立
場
（
六
地
蔵
）
や
中
沢
立

場
（
中
沢
）
で
は
“
名め

い
や
く
わ
ち
ゅ
う
さ
ん

薬
和
中
散
”、

目
川
立
場
（
岡
）
で
は
“
目
川
田
楽

と
菜
飯
”
な
ど
の
名
物
が
販
売
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
街
道
を
行

き
来
す
る
人
び
と
が
買
い
求
め
た
ほ

か
、
名め

い
し
ょ
ず
え

所
図
会
（
江
戸
時
代
の
観
光

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）
や
浮
世
絵
な
ど
を

通
じ
て
、
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

多
く
の
人
び
と
で
に
ぎ
わ
っ
た
東

海
道
と
中
山
道
で
す
が
、
こ
の
地
域

に
暮
ら
す
人
び
と
が
、
日
々
の
生
活

で
使
っ
た
道
も
多
く
存
在
し
て
い
ま

し
た
。

そ
の
よ
う
な
道
の
一
つ
に
“
穴

村
道
”
が
あ
り
ま
す
。
大
正
15
年

（
１
９
２
６
）
に
発
行
さ
れ
た
『
近

江
栗
太
郡
志
』
に
は
、
六
地
蔵
で
東

海
道
か
ら
分
岐
し
、
大
橋
、
蜂
屋
、

野
尻
、
綣
、
北
中
小
路
、
十
里
、
そ

し
て
草
津
市
の
駒
井
沢
、
川
原
、
上

笠
、
木
川
を
経
て
山
田
港
に
達
す
る

道
が
“
穴
村
道
”（
山
田
道
、
県
道
）

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

ル
ー
ト
は
、
明
治
初
期
の
地
誌
に
も

紹
介
さ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ

て
い
た
東
海
道
・
中
山
道
と
琵
琶
湖

の
水
運
を
つ
な
ぐ
重
要
な
道
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
で
は
、
蜂
屋
の
中
ノ
井
川
沿

い
の
道
、
綣
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
大
宝
の
前
の
道
、
北
中
小
路
の

集
落
を
経
て
十
里
へ
と
続
く
道
な
ど

が
そ
の
名
残
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
穴
村
（
草
津
市
）
を
通
ら

な
い
こ
の
道
が
、
な
ぜ
“
穴
村
道
”

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
穴
村
で
は
古
く
か
ら
、
子
ど

も
向
け
の
鍼
灸
を
専
門
と
す
る
診
療

所
（
穴
村
の
“
も
ん
や
”）
が
営
ま

れ
、
多
く
の
親
子
が
利
用
し
て
い
ま

し
た
。
穴
村
に
向
か
う
親
子
連
れ
が

多
く
使
う
う
ち
に
、
こ
の
道
の
名
前

も
穴
村
道
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

東
海
道
・
中
山
道
が
通
る
こ
と
か

ら
、
現
在
ま
で
交
通
の
要
衝
と
な
っ

て
い
る
本
市
で
す
が
、
日
常
生
活
で

何
気
な
く
使
っ
て
い
る
道
に
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
の

で
す
。

※
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
３

月
14
日
㈯
か
ら
、
穴
村
道
沿
い
の

集
落
・
北
中
小
路
を
紹
介
す
る
小

地
域
展
「
北
中
小
路
の
歴
史
と
文

化
」
を
開
催
し
ま
す
。

問栗東歴史民俗博物館

　☎ 554-2733　ＦＡＸ 554-2755

156

北中小路の円光寺（右）と穴村道（左奥の道、白矢印線）

毎
朝
子
ど
も
た
ち
は
、
調
理
室
か

ら
い
い
に
お
い
が
し
て
く
る
と
、「
今

日
の
給
食
、
何
か
な
？
」
と
友
だ
ち

と
職
員
室
前
の
給
食
展
示
ケ
ー
ス
を

の
ぞ
き
こ
み
、
献
立
を
確
認
し
て
、

給
食
を
楽
し
み
に
す
る
姿
が
見
ら
れ

ま
す
。

給
食
は
食
事
の
マ
ナ
ー
を
知
っ
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
食
材
を
味
わ
っ
た

り
し
な
が
ら
、
友
だ
ち
や
保
育
者
と

一
緒
に
楽
し
く
和
や
か
に
食
べ
る
こ

と
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

園
で
は
食
前
に
「
あ
り
が
と
う
。

い
た
だ
き
ま
す
」
食
後
に
「
あ
り
が

と
う
。
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
」
と

作
っ
て
く
だ
さ
る
人
や
命
あ
る
も
の

を
い
た
だ
く
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
を
込
め
て
、
食
事
の
挨
拶
を
し
て

い
ま
す
。

楽
し
い
食

事
は
心
の
栄

養
に
な
り
ま

す
。
感
謝
の

気
持
ち
を
忘

れ
ず
楽
し
い

食
事
の
時
間

に
し
て
い
き

た
い
で
す
。
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