
介組

名所江戸百景
砂むら元八まん　歌川広重

真ん中の船の場所が本校付近

3年生　七輪体験

地域の方のご慣勺での食育

3年生　のりすき体験

江
兼
区
立
第
五
秒
町
小
学
校

体
験
型
食
青
で
伸
び
る
五
秒
っ
子

栄
養
教
諭
　
銭
元
　
真
規
江

か
ら
持
込
ま
れ
栽
培
さ
れ
ま

し
た
が
、
江
戸
で
は
葉
が
枯

れ
う
ま
く
育
ち
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
土
の
中
の
白
い
部
分
を

食
べ
た
ら
非
常
に
お
い
し
い

の
で
、
以
後
、
一
二
寸
ほ
ど
の

白
い
部
分
を
食
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
の
逸
話
が
残
さ
れ

臣
摘
印
謂
鮎
絹

本
校
は
昭
和
3
0
年
に
開
校
し
て
6
3
年
目
と

な
り
ま
す
。
こ
の
地
区
は
江
戸
時
代
「
砂
村

新
田
」
と
呼
ば
れ
郊
外
の
名
所
と
し
て
、
特

に
桜
並
木
の
参
詣
道
は
歌
川
広
重
の
「
名
所

江
戸
百
景
」
に
も
描
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

砂
村
は
江
戸
の
野
菜
の
促
成
栽
培
発
祥
の
地

で
も
あ
り
ま
す
。
野
菜
の
促
成
栽
培
は
寛
文

年
間
（
1
6
6
1
～
1
6
7
3
年
）
の
頃
、
中

日
新
日
の
農
民
、
松
本
久
四
郎
が
考
案
し
た

と
こ
ニ
］
わ
れ
て
い
ま
す
。
ね
ぎ
は
天
正
年
間

（
1
5
7
3
～
1
5
9
2
年
）
に
摂
津
（
大
阪
）

て
い
ま
す
。

明
治
時
代
は
海
苔
や
カ
キ
、
金
魚
の
養
殖

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
に

入
り
そ
の
後
工
場
や
町
工
場
が
立
地
す
る
よ

う
に
な
り
、
工
業
地
と
し
て
の
性
格
が
強
く

な
り
畑
は
姿
を
消
し
ま
し
た
。

現
在
本
校
周
辺
は
東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

「
南
砂
町
駅
」
周
辺
の
湾
岸
地
域
の
再
開
発

に
よ
り
、
工
場
跡
地
に
は
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
や
高
層
住
宅
が
立
ち
並
び
、
都

心
に
近
く
、
児
童
数
は
7
0
0
名
を
超
え
て

学
校
規
模
が
大
き
く
増
加
し
て
い
ま
す
。

8
年
前
、
江
東
区
が
東
京
都
よ
り
「
食
育

研
究
指
定
地
区
」
の
指
定
を
受
け
、
本
校
の

食
青
の
推
進
が
本
格
化
し
ま
し
た
。

〔

●
1
年
生
（
実
物
に
触
れ
る
体
験
）

最
初
に
グ
リ
ン
ピ
ー
ス
の
さ
や
む
き
、
と

う
も
ろ
こ
し
の
皮
む
き
、
工
リ
ン
ギ
の
収
穫
、

数
十
種
類
の
魚
と
の
触
れ
合
い
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
と
う
も
ろ
こ
し
以
外
は
、
一
般
的

に
児
童
の
苦
手
食
材
で
す
が
、
食
べ
物
本
来

の
姿
を
見
る
・
さ
わ
る
・
匂
い
を
か
ぐ
な
ど
、

観
察
か
ら
興
味
関
心
を
高
め
る
こ
と
で
、
食

べ
る
意
欲
に
繋
げ
て
い
き
ま
す
。
当
日
の
給

食
に
は
そ
の
食
材
が
入
り
、
苦
手
で
も
食
べ

ら
れ
る
自
立
心
と
好
奇
心
の
意
欲
を
高
め
て

い
ま
す
。

●
2
年
生
（
給
食
室
の
秘
密
を
見
つ
け
よ
う
）

伝
統
野
菜
の
小
松
菜
と
現
在
の
小
松
菜
を

育
て
、
両
者
の
違
い
を
観
察
し
ま
す
。
種
ま

き
に
は
農
家
の
方
に
来
て
い
た
だ
き
栽
培
時

の
様
子
を
学
習
し
ま
す
。

給
食
室
に
つ
い
て
は
給
食
室
の
映
像
で
、

調
理
員
の
仕
事
の
内
容
を
疑
似
体
験
す
る
こ

と
で
、
残
さ
ず
食
べ
る
こ
と
の
大
事
さ
を
学

び
ま
す
。

●
3
年
生
（
大
豆
に
関
す
る
授
業
）

最
近
の
家
庭
で
は
体
験
す
る
こ
と
が
少
な

い
内
容
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
大
豆
栽
培
・

枝
豆
の
さ
や
取
り
・
大
豆
博
士
に
な
ろ
う
・

し
ょ
う
ゆ
塾
・
き
な
こ
作
り
を
学
習
し
ま
す
。

き
な
こ
作
り
は
学
年
活
動
で
の
実
施
の
た

〔

め
、
保
護
者
も
大
豆
を
身
近
に
感
じ
、
家
庭

で
の
話
題
に
も
っ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

教
職
員
だ
け
で
は
教
え
ら
れ
な
い
歴
史
の

こ
と
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
地
域
の
方

に
お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
き
「
七
輪
」
や
「
の

り
す
き
」
の
体
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。



地場産の活用

4年生　江戸東京野菜の砂村一本ねぎの収穫

（4年生で育てて5年生で収穫）

5年生　縄ない

地場産の活用

5年生　江東区内で作られている酢の授業

飲むお酢を保護者と一緒に

1年生　学校公開の際に　　　　　　　‥…．‥‥．‥‥‥‥．‥．‥‥．‥‥‥‥‥‥．‥．

●
4
年
生
（
給
食
室
の
ご
み
や
水
に
つ
い
て
知
る
）

自
分
で
も
出
来
る
ご
み
の
削
減
の
仕
方
や
、

水
の
大
切
さ
を
意
識
的
に
学
ん
で
い
ま
す
。

地
場
産
の
活
用
か
ら
復
活
し
た
「
砂
村
一

本
ね
ぎ
」
は
、
種
を
と
り
、
次
の
学
年
に
つ

な
げ
る
と
い
う
「
命
の
つ
な
が
り
」
も
意
識

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
児
童
は
伝
統

野
菜
を
復
活
さ
せ
る
手
立
て
か
ら
、
野
菜
へ

の
関
心
も
深
ま
り
、
進
ん
で
野
菜
を
食
べ
る

意
欲
も
高
ま
り
ま
し
た
。

（

べ
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
、
自
然
が
収
穫
に
大

き
く
影
響
す
る
こ
と
も
学
び
ま
す
。
江
東
区

に
工
場
の
あ
る
「
酢
」
に
つ
い
て
、
工
場
の

方
に
来
て
い
た
だ
く
学
習
も
し
て
い
ま
す
。

（

●
6
年
生
（
和
食
器
体
験
の
実
施
）

5
年
生
で
和
食
の
基
本
の
だ
し
を
学
び
、

和
食
を
考
え
た
経
験
か
ら
、
う
つ
わ
な
ど
様
々

な
場
所
に
潜
む
自
然
に
関
す
る
伝
統
文
様
を

学
習
し
ま
す
。
実
際
に
見
る
こ
と
で
、
日
本

の
食
文
化
に
込
め
ら
れ
た
相
手
を
思
う
気
持

ち
を
学
び
ま
す
。
自
然
か
ら
テ
ー
マ
を
選
び

文
様
と
漢
字
の
創
作
・
表
現
を
考
え
ま
す
。

給
食
時
間
に
は
、
実
際
に
和
食
器
を
使
用
し

給
食
を
食
べ
ま
す
。
児
童
が
和
食
器
の
文
様

を
認
識
す
る
こ
と
で
、
給
食
が
よ
り
一
層
お

い
し
く
な
る
こ
と
を
経
験
し
、
感
じ
取
る
こ
と

で
日
本
食
文
化
の
理
解
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

済
ア
レ
ル
ギ
1
の
授
業

5
年
前
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
児
童
が
入
学

し
た
こ
と
を
機
に
本
校
で
も
本
格
的
な
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
の
取
組
を
始
め
ま
し
た
。
ま
ず

●
5
年
生
（
米
作
り
に
関
わ
る
全
て
）

江
東
区
の
「
田
ん
ぼ
の
学
校
」
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
の
ご
協
力
を
得
て
、
巴
ん
ば
を

耕
す
こ
と
か
ら
、
最
後
の
わ
ら
を
使
っ
た
「
縄

な
い
」
ま
で
手
作
業
で
行
い
ま
す
。
児
童
は

米
作
り
の
大
変
さ
を
実
感
し
、
せ
っ
か
く
実

っ
た
稲
が
台
風
で
倒
れ
た
り
、
ス
ズ
メ
に
食

は
ア
レ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
理
解
を
全
校
児
童

に
学
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
れ

に
は
早
い
時
期
が
効
果
的
と
考
え
、
1
年
生

の
本
の
読
み
聞
か
せ
か
ら
始
ま
り
、
ア
レ
ル

ギ
ー
を
起
こ
す
食
べ
物
や
症
状
を
教
え
、
児

童
が
気
を
付
け
る
こ
と
を
話
し
ま
す
。
そ
の

後
お
菓
子
に
含
ま
れ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
食
品
に

つ
い
て
ク
イ
ズ
形
式
で
教
え
ま
す
。
児
童
は

難
し
い
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理

解
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
教
育
の

中
で
児
童
が
互
い
に
思
い
や
り
の
気
持
ち
を

も
っ
て
学
校
生
活
を
過
ご
す
こ
と
の
大
切
さ

を
身
に
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

本
校
で
は
体
験
型
の
食
青
を
多
く
取
り
入

れ
る
こ
と
で
、
児
童
の
食
に
関
す
る
意
識
も

高
ま
り
、
残
食
も
減
少
し
ま
し
た
。
ま
た
保

護
者
か
ら
も
厚
い
信
頼
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
教
職
員
の
連
携
は
元
よ
り
、
調

理
昌
∵
保
護
者
や
地
域
の
方
々
の
強
い
協
力

体
制
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

お
い
し
い
給
食
を
生
き
た
教
材
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
が
、
食
青
を
行
う
大
前
提
で
す

が
、
問
題
点
も
あ
り
ま
す
。
給
食
で
の
野
菜

は
よ
く
食
べ
る
の
に
、
家
庭
で
の
野
菜
の
摂

取
量
は
少
な
い
こ
と
等
で
す
。
今
後
は
家
庭

で
野
菜
を
食
べ
る
工
夫
や
手
軽
な
調
理
法
な

ど
、
保
護
者
と
共
に
考
え
提
案
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。


