
①千両小学校開校
かいこう

・明治時代の学校 

 明治１４年４月には、校舎
こ う し ゃ

が

新築
しんちく

され、千両尋常
じんじょう

小学校が

開校した。初等
し ょ と う

・中
ちゅう

等
と う

とも、半

年ごとの試験
し け ん

によって、６級から

１級まで進学するしくみになって

いた。明治２０年ごろになると、１年から４年までとなった。寺子屋
て ら こ や

の延長
えんちょう

のような形で授業がおこなわれ、読本
どくほん

、習字、作文、

算術
さんじゅつ

、ソロバン、体操
たいそう

が行なわれた。 

 明治３５年には、高等科
こ う と う か

設置
せ っ ち

時
じ

の学級数増
ぞう

を見込
み こ

んで、旧校舎

西半分の２教室が増築
ぞうち く

されて２棟
と う

となった。 

明治４０年３月に八幡
や わ た

村立
そんりつ

八幡
や わ た

東部
と う ぶ

尋常
じんじょう

高等
こ う と う

小学校と、校名が変更
へんこう

された。

明治４１年からは、義務
ぎ む

教育
きょういく

が６か年に

延長
えんちょう

され、それまでの高等科は尋常科

５、６年と呼ばれた。さらにその上の延長２

か年が高等科と呼ばれた。再
ふたた

び校舎が

不足し、東側にさらに２教室を増築し、真ん中に玄関
げんかん

をとって

立派
り っ ぱ

な４教室の校舎となった。校舎建築
けんちく

の費用
ひ よ う

は村が負担
ふ た ん

した。 

 【

】 

 【開校当時の校舎
こうしゃ

平面図
へ い め ん ず

】 



②職員
しょくいん

住宅
じゅうたく

 

明治４０年、「校長はもちろん、できれば一般
いっぱん

の教員も、その校

区に住んで教育の成果
せ い か

を上げることが望
のぞ

ましい。」という郡
ぐん

視学
し が く

の指導があった。千両村も県の補助
ほ じ ょ

金
きん

をもらい、校長住宅と教員

住宅を、小学校近くの佐
さ

奈
な

川
かわ

べりに作った。終戦
しゅうせん

直後まで、歴代
れきだい

の校長は皆
みな

ここで生活をした。冠婚葬祭
かんこんそうさい

の近所付き合いから村

の行事まで参加し、自分の子どもも千両小学校に通わせた。風呂
ふ ろ

はなく、近所の家にもらい風呂をしていたが、昭和になってから自

家用の風呂が設備
せ つ び

された。家の裏
う ら

にはわずかばかりの畑があり、

ねぎや大根などの野菜を作って、簡素
か ん そ

な生活をしていた。 

 

奥
おく

が校長住宅 

 

手前
て ま え

が教員住宅 

 
 

 

 

 【職員住宅】  



③大正時代の学校 

 大正２年には、裏
う ら

校舎
こ う し ゃ

が増築
ぞうち く

された。裏校舎の東側３教室は教

室の仕切りとなっていた大きな戸板
と い た

が取
と

り外
はず

しできるようになって

いた。学芸会
がくげいかい

や卒業式
そつぎょうしき

など大きな行事のときは、大部屋にして使

用していた。 

 大正７年には実業
じつぎょう

補習
ほしゅう

学校が併設
へいせつ

され、高等科
こ う と う か

を卒業した者

が、補習教育を受
う

けるようになった。教科は農業
のうぎょう

や家事
か じ

・裁縫
さいほう

な

どであるが、教師はほとんど小学校教員が兼務
け ん む

していた。 

 

 

 

 

 

 

 
 【裏

うら

校舎
こうしゃ

（手前はトイレ）】  



④講堂
こうどう

の建設
けんせつ

 

大井校長は「千両の発展
はってん

は子弟
し て い

の教育しかなく、その教育の

効果
こ う か

は立派
り っ ぱ

な体格
たいかく

の持ち主
ぬし

でなくては上がらない。」と、雨天体
たい

操
そう

場
じょう

兼
けん

講堂の建設を提唱
ていしょう

した。開校当時にできた校舎
こ う し ゃ

を改築
かいちく

す

るということで、ようやく村民
そんみん

の承諾
しょうだく

を得
え

た。 

１０畳
じょう

６間
ま

に仕切られている真ん中に２本の柱があり、柱を取り

のぞくために、通
とお

しの桁
けた

や梁
はり

が何本も必要となった。その木材と

なる「杣
そま

坂
ざか

峠
とうげ

の大松
おおまつ

」の切り出し・運搬
うんぱん

には村民があたった。その

作業中、古川松作さんが、松の木の下になって亡
な

くなられた。し

かし、区民
く み ん

の熱心な奉仕
ほ う し

により、大正１４年１１月に講堂が竣工
しゅんこう

し

た。 

当時、講堂を持っ

ていた学校は、ほと

んどなかった。区民

の集会場としても広く

利用された。 

  【講堂
こうどう

】  



⑤お宮
みや

そうじと神社参拝
さんぱい

 

 いつの頃からか、敬神
けいしん

宗祖
しゅうそ

の気持ちを養
やしな

うねらいで、遊び場の

掃除を兼
か

ねて、４年生以上の子どもたちによるお宮そうじが行な

われるようになった。 

子どもたちは、竹ぼうき・竹みを使って、自主的に早朝
そうちょう

そうじを

行なった。部意識・通学団意識が育つことにつながった。部ごと

に、犬頭
けんとう

神社のそうじをする日が決まっていた。 

男子…拝殿
はいでん

前と西側道路、女子…芝居
し ば い

小屋前と東側道路 

 神社参拝は毎月１日に行なわれた。４年生以上の児童が各戸
か っ こ

一人ずつ、午前６時３０分に社
やしろ

前に集合した。学校の職員は、上
かみ

下
し も

通学団顧問
こ も ん

が一人ずつ交代で出席した。担当職員の合図で

整列し、２拝
はい

２拍手
はくしゅ

１拝
ぱい

のあと、神社参拝の歌

を合唱し、校長または

教頭の説話
せ つ わ

を聞いて

解散
かいさん

となった。 

 
 【昭和３０年頃の道路作業】 



⑥戦
せん

時
じ

下
か

・終戦
しゅうせん

当時の学校 

５年生以上は週１時間の武道
ぶ ど う

の授業で、短杖
たんじょう

（長さ１．４ｍほど

の竹の棒
ぼう

）を持って、軍事
ぐ ん じ

訓練
くんれん

のようなことが教えられた。 

昭和１９年ころから、疎開
そ か い

により、児童数は急増
きゅうぞう

した。サイレン

や半鐘
はんしょう

が鳴り響
ひび

くと、防空
ぼ う く う

頭巾
ず き ん

をかぶって一斉
いっせい

下校した。 

昭和２０年に入ると、授業は１年間停止
て い し

になった。食料を作るた

めに運動場をほり起こしてさつまいも畑にした。上
うえ

の山
やま

住宅は、

学校の農場として麦
むぎ

やさつまいもが作付
さ く づ

けされた。高等科
こ う と う か

２年男

子中、長男を除
のぞ

く全員

（８名）が、豊川海軍
かいぐん

工
こ う

廠
しょう

に 学徒
が く と

動員
どういん

さ れ

た。 

 ８月の終戦後、マッ

カーサー司令
し れ い

の命令
めいれい

により、教科書が使えなくなった。１１月頃、新聞紙大
だい

の紙に印刷
いんさつ

されている教科書が各人
かくじん

に２、３枚ずつ配給
はいきゅう

され、それを折
お

ったり

切ったりして糸を使ってとじ、教科書として使った。 

 

 【麦
むぎ

刈
が

り (昭和３０年頃 )】 



⑦戦後
せ ん ご

の学校・近代
きんだい

教育へ 

 本校の給食は昭和２２年６月頃開始された。最初は、主食
しゅしょく

は自

分で持ってきて、おかずだけが配給
はいきゅう

された。 

この頃、食器の洗い場はなく、屋外
おくがい

に渡
わた

り板をしき、その上で

バケツの水で洗っていた。洗剤
せんざい

はなかったので油がとれず、衛
えい

生
せい

的
てき

でなかった。そこで、講堂
こ う ど う

東の空き地に宿
しゅく

直
ちょく

室
しつ

兼
けん

給食室を新
しん

築
ち く

することになり、昭和２４年６月頃完成した。当時は最新式のモ

デル給食室であり、千両の自慢
じ ま ん

の建物だった。 

 昭和３１年には、明治４２年建設
けんせつ

の校舎がとりはらわれ、新たに５

教室が新築された。旧
きゅう

校舎
こ う し ゃ

跡
あと

は整地さ

れ、運動場が拡張
かくちょう

された。二宮
にのみや

金
きん

次郎
じ ろ う

像
ぞう

は、村民
そんみん

の強い要望
よ うぼう

により、新校舎の

職員室前に移転
い て ん

された。 

 昭和３３年には１６ミリ映写機
え い し ゃ き

が導入
どうにゅう

さ

れ、授業に映画
え い が

がとり入れられるようにな

った。続いて昭和３４年には教育用テレビが各教室に配置
は い ち

され、

いよいよ近代的な教育が受けられるようになった。 

 【二宮
にのみや

金
きん

次郎像
じ ろ う ぞ う

】 


