
 

 

 

布土小学校150年の歴史 

   

 

   

 

   

 

わたしたちは、総合の授業で、今年 150 周年をむかえる布土小の歴史について調べました。布土小は

令和 10 年にはなくなってしまいます。200 周年はもちろん、160 周年もむかえられません。もうすぐ

なくなってしまう布土小のことをみなさんに知ってもらいたいと思ってこれを作りました。 

布土小 ４年生 
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布土小 150 年の歴史 名前と場所について 

1873(明治６)年、宝林寺に学校ができました。そのときの布土小学校の名前は惜
せき

陰
いん

学校でした。 

その後、名前は７回変わりました。 

惜陰学校 → 公立小学校布土学校 → 尋 常
じんじょう

小学校布土学校 → 布土村立布土尋常小学校 

→ 河和第二尋常高等小学校 → 河和町立北部国民学校 → 河和町立北部小学校 

→美浜町立布土小学校 

場所は３回引っこしました。 

宝林寺 → 浄仙寺 → 大池の時計のある場所 → 和田のアゼーリアのある場所 → 今の場所 

 

布土小学校は引っこしが多くて、名前もすごく変わっています。宝林寺にできた最初の学校はたった

3 年で引っこしました。短かったです。布土小学校はアゼーリアの所にあった時期が一番長かったです。 

 

感想 

私は今の場所の布土小学校が好きです。理由は、運動場が広いし、プールもあるからです。 

担当 榊原朱里  
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宝林寺と浄仙寺について 

150 年前、1873 年(明治６年)に宝林寺に学校が

できました。学校名は「惜
せき

陰
いん

学校」でした。惜陰と

は時間を惜しんで努力するという意味です。 

宝林寺で聞いて分かったこと 

•学校だったときのものは残っていない。 

•学校になる前は寺子屋だった。 

•「宝林園」と書いてあるがくだけが、学校だっ

たこんせきかも。保育園とか幼稚園みたいに

子どもが集まる場所だった？ 

住職さんの予想 

•本堂で勉強していた。 

•たたみの下の板にすわって、勉強していた。 

•お経を読むときに使う台に本をおいて勉強   

していた。 

•運動場はなかった。 

 

３年後の 1876 年(明治 9 年)、通う子どもが増

えてせまくなったので、浄仙寺に引っ越しました。 

浄仙寺で分かったこと 

•学校だったときの物は残っていない。 

•学校が時計のところに引っ越した後も夏休み

とかに子どもが集まって勉強をしていた。 

住職さんの予想 

•本堂で勉強していた。 

•たたみの上で勉強していた。 

•字を書く勉強が多かったと思う。 

•入るときと出るときは、あみださまに手を合わせていたのだと思う。 

 

感想 

宝林寺では、運動場はなかったなんて、今ではありえません。ちょっとイヤだなと思いました。浄仙

寺では、学校が引っ越した後も夏休みとかに子どもが集まって勉強をしていたなんてすごいと思いまし

た。 

担当 飯田寿丸 

宝林園と書いてあるがく お経を読むときに使う台 

真ん中にあるのがあみださま 
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大池の時計の所にあった学校 

浄仙寺でもせまくなったので、1882 年

(明治 15 年)に大池のセブンの奥の時計の

ある場所に引っこしました。 

 行ってみて分かったこと 

•すごくせまい 

•学校だったときのものは何も残ってい   

ない。 

•物がいっぱい置いてある。今は左官藤

組さんの物置き場になっているそうで

す。 

•学校のこんせきは「心ト時常二正シカ

レ」の時計だけ？ 

•時計のところに文字が書いてある。でも

うすくて見えない。 

  「大正十五年〇〇日」 

  「河和町北部青年団設置」 

  「〇〇第三区青年団」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大池の時計の所にあった校舎 

大正十五年❍❍日と書いてある 河和町北部青年団設置と書いてある 横にも何か書いてある 

 この時計は、前に当時の区長さんが

新しい物にしたそうです。今は布土公

民館の人が電池を交換しています。 

 

感想 

調べていたら、分からないことがい

っぱい出てきたから、なんかワクワク

しました。     担当 有川陽菜 
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「心ト時常ニ正シカレ」の時計 

みんなで時計の所に行きました。時計の上に「大正十五年◯◯日」と書いてありました。下は「心ト

時常二正シカレ」の横に「河和町北部青年団設置」と書いてありました。左には「第三区青年団」と書

いてありました。 

「心ト時常ニ正シカレ」という

言葉が、学校のめあてみたいなの

で、この時計は、学校の門にあった

物だと思っていたのですが、大正

３年に布土小はアゼーリアの場所

に引っこしているので、大正 15 年

だと、学校が引っこした後にでき

たものということになります。 

 

分からないことが多かったので、回らん板を回しました。けっきょく、時計のことは分かりませんで

した。でも、地域の方から古い地図を貸していただきました。古い地図には大池の時計の場所に交番の

地図記号が付いていました。学校の後は農きょうになったと思ったのですが、交番になったようでした。 

 その後、林先生が古い河和町史を持ってきました。そこには

「河和町北部青年会、第三支部(大池)」と書いてありました。時

計に書いてあった「第三区青年団」は大池の人たちのことかな

と思いました。だから、この時計は学校がなくなった後、交番

の前に大池の青年団の人たちが作ったものかなと思いました。 

感想 

時計のことを調べて、難しかったけれど、何となく分かった

からよかったと思いました。                         担当 藤本聖也 



- 5 - 

 

アゼーリアの所にあった学校 

大池の場所もせまくなったので、

1914 年(大正 3 年)に和田、今のアゼ

ーリアがある場所に引っこしました。

アゼーリアの場所には、布土小学校の

こんせきが残っていました。 

 

 

 

 

和田に引っこしたころの校舎 

これは昔からあるイチョウの

木です。イチョウがあったから

校章がイチョウになりました。 

 

正門はそのまま残っていて、「愛知県知多郡美浜町立布土

小学校」と書いてありました。 

井戸っぽいものが竹の中にあ

りました。多分昔はこの井戸で

水をくんでいたと思います。 

グランドには古いフェンスやネットっぽいものが残ってい

ました。フェンスやネットをつけて、サッカーボールとかが出

ないようにしていたと思います。 
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感想 

アゼーリアには、布土小学校だったころのこんせきがたくさん残っていると思いました。 

担当 永田晃己 

アゼーリアの建物のうらには古い建物が残っていました。この建物は学校があったときの写真に

も映っています。古い建物の前には手洗い場や布土小学校と書いてある、さびた看板がありました。 

後日、建物の中も見せてもらいました。建物の中には、今は美浜町内から集めた古いものが置かれ

ていました。この建物は、理科室だったようです。戸だなに「水そう」と書いたシールが貼ってあり

ました。建物の中には、日課表がありました。下校の時間はクラブがあるときは 5 時 5 分で、クラ

ブがないときは、4 時 20 分だったようです。 
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アゼーリアの所にあった旧布土小学校の建物の様子 

 

 

この校舎は磨き砂のもう

けでつくられました。まだ国

道や歩道橋はありません。コ

の字の形の校舎でした。中庭

の池にはアヒルがいたそう

です。今の校舎に比べると、

とてもせまそうです。 

右の写真は、校舎ができた

時のお祝いです。みんな着物

を着ています。 

コの字の形の校舎だけ

ではせまくなったので、

1953 年(昭和 28 年)に校

舎を１棟建てて、増やしま

した。コの字の形の校舎は

変わってません。 

それでもまだせまかったので、1957 年(昭和 32 年)にコの字の形の校舎を取り壊して、新しい校

舎を３棟建てることにしました。 
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その後、一番奥の建物が建てかえられました。

この建物は、今も倉庫として残っています。 

感想 

昔の校舎は面白い形だなと思いました。で

も今の校舎が一番好きです。昔の校舎は木な

ので今とだいぶ雰囲気がちがいました。 

担当 酒井温萌 

そのころ学校の地図です。クラスは、白組・

赤組で分けられていました。 

教室は壁も床も全部木でした。講堂には、今、

体育館にある校歌のがくがありました。 
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半月にできた今の校舎 

アゼーリアの場所はせまく、

海に近いと津波とかも怖いの

で、新しく学校を建てることに

しました。1984（昭和 59）年

に旧布土小学校から今の場所

へ移転しました。今の布土小は

旧布土小に比べるととても大

きくなりました。 

  

新校舎ができたとき、今、ＡＢＣルームの部屋は視聴覚

室になっていました。その後コンピュータ室になった後、

ＡＢＣルームになりました。 

 新校舎ができたときは、アッセンブリーホールにひもが

ぶら下がっていました。音楽室の机が今とちがいます。音

楽室は机の代わりにオルガンが置いてあったようです。あ

と、ブラウン管テレビが昔はついていました。同じ学校で

も今と昔では中がちょっと違うんだなと思いました。 

今の校舎の最初の卒業生の写真です。後ろ

の木がまだ小さいです。 

引っこしのときは自分の机といすを歩いて

今の校舎まで運んだそうです。 
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 学校に新校舎ができたときの「いちょう」がありました。いちょうはこの日に 62 号でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 年生の子は「わたしは、あたらしいこうしゃが、できてとてもうれしいです。」と書いています。2 年

生の子は「ぼくは、しん校しゃに入って、なにか自分もあたらしい気もちになってきました。」と書いて

います。5 年生の子は「こんなりっぱな校舎で勉強できるなんて、とても幸せだと思います。」と書いて

います。みんな新しい校舎ができたことがうれしかったようです。 

でも、3 年生の子は「ただ、ざんねんなのは、…どろんこ農園のような畑がこんどの学校の中にはな

いということです。」と書いています。5 年生の子は「新校舎での初めての運動会。…でも、ふと、旧校

舎のことが思い出され、何となくさみしかった。…何かが足りなかった。…それはいちょうの木。私に

とっておじいさんみたいに思えていたいちょう。」と書いています。旧校舎からかわって、さみしく思っ

ていた人もいたみたいです。 

感想 

うれしかった人もいてさみしかった人もいたみたいで

すが、ぼくは新校舎になってよかったなと思います。運動

場が広いし、校舎も広いからです。 

担当 茶谷彰斗 
できたばかりのころの運動場は木が少なくて 

サッカーゴールの向きが今とちがった 
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昔の子供の様子(集合写真のこと) 

 地域の方が持っていた写真や学校にあった写真を古い順にならべました。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

大正 10 年ころの写真です。着物の子しかい

ません。男の子はぼうしをかぶっています。先

生だけ洋服です。 

大正 15 年の写真です。まだ、みんな着物で

す。ぞうりやげたをはいていました。先生は学

生服のような服を着ています。 

昭和 15 年の写真です。服は、洋服になり

ました。でも、着物の人もいます。ぞうりの

人もいます。女の先生は着物を着ています。

紀元二千六百年記念行事の写真だそうです。 

昭和 17 年の写真です。戦争のころです。

名札をつけています。男子は同じような服を

着ています。国民服というそうです。女子は

モンペというズボンをはいていました。 

昭和 38 年の入学式の写真です。子どもは

洋服、お母さん達は着物が多いです。場所は

講堂です。まだ校章がなくて、舞台の上のま

くには桜のマークが付いています。 

昭和 51 年の入学式の写真です。舞台の上

のマークは今の校章なりました。お母さんた

ちは、やっぱり着物の人が多いです。 



- 12 - 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

体そう服も変わってきました。 

    

感想 

子どもたちの服がいろいろと変わってきたことが分かりました。服だけではなくて暮らしも変わっ

てきたことが素敵だなと思いました。                    担当 横田雪乃 

昭和 59 年の写真です。旧校舎最後の６年生

です。今と同じような服を来ています。みんな

名札をつけています。 

平成２年の写真です。新校舎になりました。

服は今とあまり変わらないです。真ん中は校

長先生です。若いです。 

令和２年、自分たちの入学式の写真です。

コロナがはやっていたので、家の人といっし

ょに写真を撮ることができませんでした。男

子と女子が分かれて座っています。 

令和５年、今年の１年生の入学式の写真で

す。男女が分かれなくなりました。昔の写真

に比べると、人が少なくなりました。 



- 13 - 

 

昔の子供の様子（地域の方に聞いた話） 

宝林寺の住職さんの話 昭和 15 年入学 戦争中のころ 

•運動場はせまくて急だった。(１周 100m） 

•体をきたえる遊具があった。鉄ぼうやろく木。 

•校舎はコの字型 

•食べるものがなかったから、運動場を畑にしていた。 

はなれたところにも畑があった。肥料はうんこ。 

•学校でぶたをかっていた。６年生が世話をしていた。 

•学校に池があった。アヒルを飼っていた。 

•最初はひらがなではなくカタカナを習っていた。 

•1･2 年生がやさしい女の先生、 

3･4 年生が男の先生、5･6 年生 

は兵隊帰りの元気な男の先生。 

•悪いことをしたら竹でたたかれ 

たり、水を入れたバケツを持っ 

てろう下に立たされたりした。 

•国語、算数、習字、理科、体育、図工、音楽があった。 

•名古屋からにげてきた子が多く、１年生のとき 30 人のクラスが 6 年生では 60 人になった。 

•登校はヘルメットでなく、ぼうくうずきんをかぶっていた。 

•ふろしきで教科書をつつんでいた。 

•空しゅう警報がなったら家に強制で帰る。 

•給食はなくて、毎日、日の丸べんとう。おかずはなし。 

•１回だけ給食があって、みんなでウサギを捕まえて、ウサギ汁に 

して食べた。肉が入っていたかどうかは分からなかった。 

•地震が 2 回来た。校舎がぶらぶらゆれていた。最初の地震でかた 

むいた校舎が次の地震で反対側にかたむいたから、ちょうどいい感じになった。 

 

感想 

戦争で食べ物がなかったため運動場を畑にしたそうです。しかも肥料はうんこです。ぼくだったら

少し食べる気がなくなってしまいます。昔は悪いことをしたら竹で頭をおもいっきりたたかれたそう

です。竹で頭をたたかれた昔の子は、すごく泣いたと思います。 

昔の人達は、戦争で食べ物がなかったり地震が来たりして、たくさんの不幸があってかわいそうだ

と思いました。大変なことが多くても、がんばっていてすごいと思いました。それと、はあと薬局の

人は「布土小学校は本当によい小学校だった。いやなことは何も思い出せない」と言っているのが、

すごいと思いました。                              

     担当 横田大知 

宝林寺の住職さんにたくさん

お話を聞きました。 
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4 年生の子のひいおばあちゃんの話 戦争中から戦争が終わったころ 

 

はあと薬局の方の話 昭和 28 年入学 戦争が終わってしばらくしたころ 
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昔の子供の様子（船戸先生に聞いた話） 

 昔、布土小学校で教えていた船戸先生からお話を聞きました。 

   
 

   

昔は、映画やすもう大会など今ではやってない行事をいろいろやっていました。行事が多くて楽し

かったと思います。田植えでは、ふざけてころんだ人もいると思います。潮干狩りでは、子どもたち

が貝をいっぱい取ってお味噌汁にしていたそうです。そして浜辺でスイカ割りをして、砂でトトロな

ど色々なキャラクターを作っていたそうです。昔の子供は、海ですごく遊んでいました。 

 

    

運動会も今ではやっていないことをやっていました。組体操は、下の人が骨を折るかもしれないか

ら、運動会ではやらないことになりました。そして、すごいのは鼓笛隊です。鼓笛隊は歩きながら、

ラッパや笛や太鼓などを演奏していました。楽器を歩きながら吹くなんてすごいと思いました。 

 

   

昔の子は、図工で作ったものを作品展にかざっていました。布土小学校の校舎をもけいで作ったり

したそうです。図工は今とあまり変わりません。 
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昔の子供は夏休みに学校に来て、山の夕べを楽しんだり、みこし行列で勝負をしたり、花火を運動

場でやったりしていました。すごく楽しそうです。 

 

   

 昔の卒業式は、今と卒業生の座る場所がちがいました。退場する男の先生と女の先生がいますが、

その女の先生が船戸先生です。卒業生の顔の彫刻がかざってあります。これは今も布土小学校の 3 階

にかざってあります。  

 

   

 昔は部活もありました。校長先生はサッカー部の先生でした。 

 

  

 昔は 2 クラスあって、同級生がこんなにたくさんいました。ぼくたちのクラスは 15 人です。 

感想 

 昔の学校は今とちがっているところがたくさんありました。今はもうやっていない行事がたくさん

あって、楽しそうだなと思いました。                   担当 牧龍之介 
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昔の子供の様子（家の人から聞いた話） 

 私たちは、昔の布土小学校のことを家の人に聞きました。古い順に並べてしょうかいします。 

昭和 21 年 ひいおばあさんの話

 

昭和 26 年 おじいさんの話

 

60 年くらい前 近所のおじさんの話 
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昭和 40 年ごろ おばあさんの話

 

やく 50 年ほど前 おばあさんの話 
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50 年ほど前 おばあさんの話 

 

1970 年代 お父さんと親せきのおじさんの話 

 

昭和 59 年 お父さんの話 

 

昭和 61 年 お父さんの話 
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昭和 61 年ごろ お父さんの話 

 

平成元年から お母さんの話 

 

平成３年 お母さんの話 

 

平成 7 年 お父さんの話 

 

 

 

感想 

まだ木のアスレチックがあったら私はめちゃくちゃ喜んでいると思います。いろんな人の話を聞

くのは、おもしろいと思いました。                      担当 森田るり 

昔あった木のアスレチック 
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布土小の校歌 

 布土小学校の校歌を作ったのが、5 年生の子のひいおじいさんだと分かったので、家から資料を持っ

てきてもらって、校歌について調べました。 

 布土小学校は、昭和 37 年に校歌を作ることにしました。そし

て、歌詞を募集しました。募集を知った重野光夫さんはさっそく

歌詞を考えて応募しました。重野さんは、愛知用水や知多半島道

路を作る仕事をしていましたが、もともと読書が好きで、詩や短

歌を作るのも好きでした。布土保育所の園歌や布土音頭、盆おど

りの美浜小唄なども作った人でした。 
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 集まった歌詞は 7 つありました。1 番の歌詞だけしょうかいします。この７作品の中から、投票で

選ばれたのが、作品 1 の重野さんの歌詞でした。 

    
  

    
   

 重野さんが校歌のおひろ目の式でスピーチをしたときの原稿も借りました。 

難しい文章ですが、短くして、パソコンでうってみました。重野光夫さんは、 

自分の母校で育ったときの思い出を歌にしたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感想 

他の作品を作った人には、もうしわけないですけど、ぼくは今の校歌が選ばれてよかったと思いま

す。いつも歌ってからかもしれませんが、一番しっくりするからです。      担当 諌山淳海

私
の
作
品
が
母
校
の
校
歌
と
し
て
こ
の
先
末
長
く
歌
い
続

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
上
も
な
く
喜
ば
し
く
光
栄
と

存
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
詩
は
、
私
自
身
が
こ
の
小
学
校
で
学
び
、
こ
の
校
庭
で

育
っ
て
き
た
幼
い
日
の
想
い
出
と
喜
び
を
歌
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

校
門
の
左
側
に
大
き
な
桜
の
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
花
の
ほ
こ

ろ
ぶ
頃
に
私
た
ち
は
母
の
手
に
引
か
れ
て
登
校
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
桜
の
花
の
咲
く
ご
と
に
一
年
二
年
と

進
学
し
て
い
き
、
窓
か
ら
吹
き
込
む
潮
風
に
鍛
え
ら
れ
て
す
く

す
く
伸
び
て
ゆ
き
ま
し
た
。
正
門
の
前
に
そ
び
え
立
つ
あ
の
大

イ
チ
ョ
ウ
は
ま
だ
二
、
三
年
の
幼
い
木
で
、
葉
を
ち
ぎ
っ
た
り
、

細
い
幹
を
曲
げ
た
り
い
た
ず
ら
を
し
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
の

い
ち
ょ
う
も
幾
年
月
の
風
雪
に
堪
え
て
、
も
う
五
〇
年
の
年
輪

を
刻
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
心
を
つ
た
な
い
詩

に
綴
っ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
先
長
く
歌
っ
て
く
だ

さ
る
み
な
さ
ん
が
、
先
生
の
教
え
と
共
に
共
感
を
抱
い
て
く
れ

た
ら
、
こ
の
上
も
な
く
感
激
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

い
さ
さ
か
作
詩
の
意
を
申
し
述
べ
ま
し
て
私
の
喜
び
に
ふ

る
え
る
言
葉
と
い
た
し
ま
す
。 
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昔の悪い子 

いろいろ調べていたら、昔の子の悪いところが見つかりました。 

先生がこまっていたみたいで

す。男の子たちは悪いことをや

っていたんですね。今ではあり

えません。 

 

気にいらなかっただけでガチ

なぐりは怖すぎます。犯罪です。 

 

馬とびはやったことがないです 

が、骨を折るような遊びは、ぼ

くはやりたくないです。 

 

学校のそろばんはうらに「河和第

二小学校」と書いてあります。河和

第二小学校だったのは、1907 年～

1941 年の間です。大正のころから使

ってきたそろばんです。このそろば

んの玉には、なんと「クソターケ」

と落書きがしてあります。昔の子が

書いたのでしょうが、悪い子です。 

アゼーリアに校外学習にいった時

にも落書きを見つけました。「光

GENJI 命」と落書きをしています。

その右下には、多分「ばか」と書いて

あります。かべに傷をつけてまで書く

ことじゃないなと思います。 

 

感想 

昔も悪い子がいて、先生や親におこ

られていたと思います。ぼくはなるべ

く、悪いことをしないように気をつけ

たいです。   担当 斎藤 晴仁 
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白くなったポスト 

 私たちは体育館の前にあった古いポストを白くしました。理由は、令和 10

年に布土小はなくなるので、「何かこんせきを残しておきたいな」と思ったから

です。白くぬって野間灯台に持っていくことになりました。 

 昔は生活科の授業で、ポストを使って郵便屋さん

ごっこをやっていたそうです。でも今はまったく使

っていなくて、きたなかったです。 

12 月 13 日にポストを白くぬりました。その時は

テレビの人も来ていたのでとても緊張しました。ぬ

り終わったポストを見ると、まっ白になってきれい

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポストを白くしたあと龍之介くんが「布土小寄贈」と黒いペンキで書きました。でもまだ乾いてい

なくて白いペンキと混ざってしまうので次の日の大放課に書きました。 

    

 ポストは 1 月 20 日に灯台に持っていかれました。これはポストが灯台に移動する様子です。ポスト

がミニ灯台みたいに見えます。 

 

感想 

 布土小学校がなくなった後も、いつまでもポストが残ったらいいなと思います。150 周年の年に布

土小学校のこんせきを残すことができて、よかったです。            担当 上坂梨心
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