
よ
り
よ
く
生
活
す
る

た
め
の
12
か
条
34

《治田東小学校》　「物や人を大切にできる子に」

本
校
で
は
、大
規
模
改
修
後
、「
き

れ
い
に
な
っ
た
学
校
を
大
切
に
使
お

う
」
と
い
う
生
活
目
標
の
も
と
、
子

ど
も
た
ち
は
、
主
体
的
に
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

美
化
委
員
会
は
、「
ス
ッ
キ
リ
週

間
」
を
設
定
し
て
靴
を
き
れ
い
に
入

れ
よ
う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。
か
か

と
を
そ
ろ
え
て
入
れ
る
と
、
見
た
目

だ
け
で
な
く
心
も
す
っ
き
り
し
ま

す
。
靴
箱
だ
け
で
な
く
教
室
の
ロ
ッ

カ
ー
の
整
理
な
ど
に
つ
い
て
も
、
が

ん
ば
り
週
間
を
設
け
て
全
校
に
呼
び

か
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、

休
み
時
間
に
掃
除
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

集
ま
っ
て
廊
下
の
床
や
壁
を
磨
く
活

動
も
し
て
い
ま
す
。

物
を
整
理
し
た
り
、
き
れ
い
に
し

た
り
す
る
活
動
は
、
物
や
人
を
大
切
に

す
る
心
の
育
成
に
つ
な
が
り
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
が
、

学
校
の
た
め
や

人
の
た
め
に
自

主
的
に
活
動
し

て
く
れ
る
こ
と

を
頼
も
し
く
感

じ
て
い
ま
す
。

問
学
校
教
育
課

☎
551-

０
１
３
０ 

ＦＡＸ
551-

０
１
４
９

昨
年
６
月
か
ら
宅
地
造
成
に
先
立
ち

発
掘
調
査
が
続
け
ら
れ
て
い
る
北
中
小
路

の
霊
仙
寺
・
綣
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
か

ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
家
や
井
戸
な
ど
の
さ

ま
ざ
ま
な
遺
構
や
、
土
器
や
木
器
な
ど
の

遺
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

中
で
も
注
目
さ
れ
る
遺
物
が
奈
良
時

代
（
８
世
紀
）
の
井
戸
（
直
径
２
・
６
ｍ
、

深
さ
１
・
６
ｍ
）
か
ら
出
土
し
た
「
廣
津
」

と
墨
書
き
さ
れ
た
土
器
２
点
で
す
。
土
器

は
須
恵
器
の
杯
（
茶
椀
）
で
、
直
径
13

ｃｍ
、高
さ
４
ｃｍ
。２
点
と
も
土
器
底
部
の
裏

に
墨
書
き
が
あ
り
ま
し
た
。「
廣
津
」
は

古
文
書
に
「
広
来
津
」
と
も
書
か
れ
る
こ

と
か
ら「
ヒ
ロ
ツ
」で
は
な
く「
ヒ
ロ
キ
ツ
」

と
読
み
、
有
力
豪
族
物
部
氏
と
関
係
の
深

い
渡
来
氏
族
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
調

査
地
は
古
代
の
栗
太
郡
物
部
郷
で
あ
り
、

物
部
氏
が
領
地
を
経
営
す
る
の
に
廣
津
氏

が
関
わ
り
、
物
部
氏
が
蘇
我
氏
に
滅
ぼ
さ

れ
た
後
も
こ
の
地
に
居
住
し
続
け
て
い
た

よ
う
で
す
。

今
回
、
こ
れ
ま
で
古
代
栗
太
郡
で
は

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
古
代
氏
族
名
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
土
の
中
か
ら
掘
り
出
さ

れ
る
新
た
な
発
見
は
、
ま
さ
に
発
掘
調
査

の
醍
醐
味
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

12
月
20
日
に
開
催
し
た
現
地
説
明
会
で

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
３
回
に
分
け
て
実
施
し
、
計

１
９
０
人
の
考
古
学
フ
ァ
ン
が
見
学
に
訪

れ
ま
し
た
。

165
貴重な古代の文字資料が出土
奈良時代　霊仙寺・綣遺跡

問出土文化財センター
　☎ 553-3359 ＦＡＸ 553-3514

奈良時代の井戸墨書土器「廣津」 写真撮影 : 奈良文化財研究所

昨年 12月 20日に開催された説明会
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