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新しい歴史
と き

を刻む 胡桃舘小学校130周年記念式典

郷和してあすを拓く

鶴田町立胡桃舘小学校創立130年記念式典

十
一
月
十
五
日
（
土
）、
胡
桃
館

小
学
校
（
今
信
夫
校
長
）
に
お
い

て
、「
鶴
田
町
立
胡
桃
舘
小
学
校

創
立
百
三
十
周
年
記
念
式
典
」
が

執
り
行
わ
れ
、
学
校
の
歴
史
に
ま

た
一
つ
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。

式
典
が
始
ま
る
前
に
、
同
地
区

の
一
戸
平
二
さ
ん
が
二
十
五
年
前

か
ら
学
校
で
指
導
し
て
い
る
登
山

ば
や
し
と
地
区
出
身
の
山
田
ユ
リ

子
さ
ん
が
指
導
し
て
い
る
踊
り
が

披
露
さ
れ
、
会
場
は
和
や
か
な
雰

囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

式
典
が
始
ま
り
、
ま
ず
は
式
典

協
賛
会
会
長
で
あ
る
渋
谷
信
一
さ

ん
か
ら
「
歴
史
あ
る
胡
小
っ
子
と

し
て
胸
を
張
っ
て
明
日
に
向
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

そ
の
あ
と
の
学
校
長
式
辞
で
、
今

信
夫
校
長
は
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
ら

ず
、
児
童
た
ち
の
前
に
立
ち
、
ホ

ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
と
さ
ま
ざ
ま
な
道

具
を
使
い
な
が
ら
、
こ
の
百
三
十

年
の
間
に
あ
っ
た
歴
史
や
歩
み
を

語
り
か
け
る
よ
う
に
児
童
に
話
を

し
ま
し
た
。

式
辞
が
終
わ
る
と
、
歴
代
の
校

長
、
長
年
同
校
に
勤
務
さ
れ
た
先

生
、
歴
代
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
部
活
動

や
学
校
支
援
に
ご
尽
力
く
だ
さ
っ

た
方
々
に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
来
賓
の
祝
辞
で
、
中
野
町
長

か
ら
祝
い
の
こ
と
ば
が
述
べ
ら
れ

る
と
、
児
童
た
ち
は
真
剣
な
面
持

ち
で
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

「
児
童
喜
び
の
こ
と
ば
」
で
は
、

は
じ
め
に
児
童
を
代
表
し
て
六
年

新しい歴史
と き

を刻む

歴
代
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
に
感
謝
状
が
渡
さ
れ
る

生
一
戸
魁
人
君
が
一
人
で
ス
テ
ー

ジ
に
立
ち
、「
ぼ
く
は
　
今
」
と
い

う
題
の
喜
び
の
言
葉
を
述
べ
、
そ

の
あ
と
児
童
全
員
が
ス
テ
ー
ジ
の

前
に
並
び
、
喜
び
の
言
葉
を
述
べ
、

終
わ
り
に
児
童
全
員
で
「Sm

ile
Again

」（
ス
マ
イ
ル
・
ア
ゲ
イ
ン
）

と
い
う
曲
を
、
体
い
っ
ぱ
い
に
大

き
な
声
で
歌
い
上
げ
る
と
、
来
場

者
全
員
か
ら
大
き
な
拍
手
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。

最
後
に
校
歌
を
歌
う
時
に
は
、

目
頭
を
抑
え
て
い
る
方
も
い
る
ほ

ど
す
ば
ら
し
い
感
動
的
な
式
典
と

な
り
ま
し
た
。

今
回
の
式
典
は
、
地
域
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
た
協
賛
金
の
み
で
行
わ

れ
て
お
り
、
記
念
誌
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
が
実
行
委

員
会
に
よ
る
手
づ
く
り
で
、
関
係

者
の
皆
さ
ん
は
本
当
に
苦
労
さ
れ

た
と
聞
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
地

域
の
方
で
組
織
さ
れ
る
る
創
立
百

三
十
周
年
事
業
協
賛
会
、
学
校
Ｐ

Ｔ
Ａ
で
組
織
さ
れ
る
実
行
委
員
会
、

そ
し
て
学
校
が
一
つ
に
な
っ
て
協

力
し
合
い
、
行
わ
れ
た
こ
の
式
典

は
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
、
ま
た
地
域
の
人
や

子
ど
も
た
ち
に
「
学
校
っ
て
い
い
」

と
思
わ
せ
る
か
け
が
え
の
な
い
宝

物
を
残
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
感
動
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

記
念
誌
に
も
寄
せ
ら
れ
た
主
催

者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
皆
さ
ん

に
ご
紹
介
し
ま
す
。

式
典
前
に
、
登
山
ば
や
し
と
踊
り
が
披
露
さ
れ
る
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児
童
喜
び
の
こ
と
ば

平
成
二
十
年
わ
た
し
た
ち
の
胡
桃
舘
小
学
校
は

創
立
百
三
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

明
治
十
一
年
二
月
五
日
わ
た
し
た
ち
の
学
校
が
生
ま
れ
ま
し
た

境
字
宮
内
に
民
家
を
借
り
て
始
ま
っ
た
胡
桃
舘
小
学
校

は
じ
め
三
十
人
ほ
ど
の
児
童

そ
れ
か
ら
　
明
治
　
大
正
　
昭
和
　
平
成
　

と
い
う
四
つ
の
時
代
を
た
く
ま
し
く
生
き
て
き
た
胡
桃
舘
小
学
校

ぼ
く
た
ち
を
見
守
っ
て
く
れ
る
胡
桃
の
木

今
年
も
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
ま
し
た

と
お
い
昔
　
こ
の
胡
桃
の
木
は
飢
え
で
苦
し
む
た
く
さ
ん
の
人
々
を
救
っ

て
く
れ
た
そ
う
で
す

ま
さ
に
　
胡
桃
の
木
は
　
命
の
木

こ
の
人
間
の
「
知
恵
の
木
」「
愛
の
木
」
の
意
味
を
込
め
て
胡
桃
舘
小
学
校

の
校
章
が
作
ら
れ
ま
し
た

見
渡
す
限
り
の
稲
田
　
た
わ
わ
に
実
る
り
ん
ご
や
ぶ
ど
う
　

そ
し
て
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
た
ち
の
た
く
さ
ん
の
愛
情

そ
の
中
で
　
わ
た
し
た
ち
は
　
今
　
す
こ
や
か
に
心
豊
か
に
育
て
て
も
ら

っ
て
い
ま
す

今
年
の
夏
　
百
三
十
周
年
を
お
祝
い
し
て
の
ね
ぷ
た
運
行

そ
の
ね
ぷ
た
に
は
　
六
つ
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す

「
花
」「
和
」「
郷
」「
熱
」「
情
」「
愛
」

こ
れ
ら
六
つ
の
願
い
を
胸
に
秘
め
て

「
郷
　
愛
　
和
し
て
　
情
熱
を
も
っ
て
　
未
来
に
花
を
咲
か
せ
よ
う
」

未
来
に
向
か
っ
て
　
今
日
か
ら
新
た
に
歩
み
出
し
ま
す

新しい歴史
と き

を刻む　胡桃舘小学校130周年記念式典　

創立130周年記念事業実行委員長　一戸　祐治さん

わたし自身、旧校舎で百周年を迎えた最後の卒業生であり、そのわた
しが保護者として、そしてPTA会長として130周年の実行委員長にな
り、記念事業を行うにあたり、こだわったことが２つあります。それは
地域を上げてお祝いするために、協賛会を組織すること、もう一つは
100周年および120周年でも使った『郷和してあすを拓く』をテーマ
に使用することでした。

△記念品は５年生伊藤翔太君のお母さん（伊藤みどりさん）
が今回のテーマを書いた「書」が使われた。

△子どもたちが体いっぱいに歌う姿は感動を誘った。

△児童を代表して「喜びのことば」を発表する一戸魁人君

昨今、記念事業をやらない学校も多い中で、昨年から校長先生や役員の皆さんと相談し
て計画してきました。
10年前と比べて児童数が半分になり、管内の学校では一番少人数の学校になりました

が、その分、学校・家庭・地域のまとまりは一番だと自負しております。
記念式典を挙行するにあたり、ご協力いただきました学校関係者及び、実行員の皆様に

感謝し、伝統を守りつつ、さらなる発展と成長を祈念いたします。

創立130周年記念事業協賛会会長　渋谷　信一さん

わが胡小が、今年で創立130周年を迎えることができ、共に喜び
たいと思います。
わたしは、昭和37年度の卒業生でした。わたしの祖父、父、子ど

もと４代にわたり卒業できたことに感謝申し上げます。
この原稿を書いている途中、古い校舎の様子や運動会のときのこ

となどを思い出しました。またPTA活動でいろいろな研修などに参
加したころがなつかしく思います。
「ゆとりの教育」「総合的な学習の時間」いや「学力向上」だとか、いろいろ教育も揺

れ動きますが、勉学と遊びを通じて、子どもたちの幸せを、ただ願うものであります。

胡桃舘小学校長　　今　信夫先生

明治、大正、昭和、そして平成と続いた130年もの歳月、幾多の
変遷と辛酸をなめた激流の時代にあっても、すばらしい校風と輝け
る伝統を守り育ててきた胡桃舘小学校。おめでとう。
いつの時代も、学校は地域にとって文化の中心であり、子どもた

ちの屈託のない笑顔と歓声は、地域住民の希望の灯となってきた。
学校というのは同じ年頃の子どもがお互いに切磋琢磨して育ち合

う場である。大人がどんなに手をかけようとも、どんな教材をそろえ、すばらしい教育環
境を与えようとも、それだけでは、子どもは鍛えられることはない。さまざまな個性や能
力を持った多くの子どもの集団の中で、競い合い、学び合いながら、それぞれの個性や能
力を発揮し、力強くたくましく成長するのである。そして、それこそが、今の時代を生き
ぬくための根本的な力である。感謝


