
 

 

 

５年生「由井一小の歴史」 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝 140周年記念  八王子市立由井第一小学校  2013年度 

祝 1３0周年記念  八王子市立由井第一小学校  20０3年度 



 

 

 

明治４５年 障子の学校（左） と増築２階校

舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由井一小のあゆみ 

明治のころ 

 

江
戸
時
代
が
終
わ
り
、
明
治
政
府
は
新
し
い

国
づ
く
り
の
た
め
、
明
治
５
年
の
学
制
と
い
う

法
制
度
を
制
定
し
、
各
地
に
学
校
を
お
き
、
学

ぶ
こ
と
を
進
め
ま
し
た
。 

当
時
の
小
学
校
は
地
域
の
人
々
が
相
談
し
、

お
金
を
出
し
合
っ
て
建
て
る
こ
と
が
多
か
っ
た

そ
う
で
す
。 

 

私
た
ち
の
由
井
一
小
は
、
は
じ
め
北
野
天
神
の
公
有
地
内
に
明
治
六
年
五

月
二
十
五
日
、「
北
野
学
舎
」
と
し
て
開
校
し
ま
し
た
。 

第
一
大
学
区
第
八
中
学
区
の
第
三
十
八
番
小
学
校
で
す
。 

 

義
務
教
育
が
無
償
の
今
と
は
ち
が
い
、
授
業
料
を
は
ら
い
ま
し
た
。
北
野
は

月
額
三
銭
七
厘
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

当
時
の
日
本
は
、
貧
し
い
家
々
が
多
か
っ
た
り
、
農
家
で
は
子
供
も
働
い
て

い
た
り
し
て
、
学
校
に
通
う
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

男
子
児
童
に
比
べ
る
と
、
女
子
児
童
の
人
数
が
少
な
い
こ
と
が
当
時
の
資
料
か

ら
わ
か
り
ま
す
。 

 

こ
の
地
域
で
も
、
田
植
え
で
二
週
間
く
ら
い
休
ん
だ
り
、「
蚕
休
み
」
が
あ

っ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
子
供
た
ち
も
子
守
を
し
な
が
ら
縄
を
な
い
、
む
し
ろ

を
編
ん
で
生
計
の
足
し
に
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 



 

 

 
本校初の運動会 ヨーイドンは兵隊の猟銃 

明治４４年 朝礼のようす 増築２階校舎 右は北野天神 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当
時
の
勉
強
は
算
術
（
今
の
算
数
、
た
し
算
・
か

け
算
・
時
計
な
ど
）・
綴
り
方
（
作
文
）・
書
き
方
が

主
で
し
た
。
す
ず
り
の
墨
が
な
く
な
り
、
紙
が
真
っ

黒
に
な
る
ま
で
練
習
し
た
そ
う
で
す
。 

 

音
楽
の
授
業
は
あ
り
ま
し
た
が
、
オ
ル
ガ
ン
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
体
操
（
体
育
）
は
、
な
わ
と
び

を
す
る
こ
と
が
多
く
、
木
を
切
っ
て
広
げ
た
運
動
場

を
一
回
り
し
た
そ
う
で
す
。 

  

 

木
造
の
校
舎
に
は
、
窓
ガ
ラ
ス
で
は
な
く
、
明
か

り
取
り
の
障
子
が
は
ま
っ
て
い
ま
し
た
。「
八
王
子

の
町
な
か
の
子
供
が
天
神
様
の
お
祭
に
来
る
と
、

『
障
子
の
学
校
』
と
言
っ
て
ば
か
に
さ
れ
て
く
や
し

か
っ
た
。」
と
当
時
の
先
輩
は
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

は
じ
め
四
年
間
だ
っ
た
小
学
校
は
明
治
四
十
二

年
か
ら
六
年
間
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
教
室

が
足
り
な
く
な
り
、
増
築
さ
れ
ま
し
た
。 

   

 

運
動
会
は
二
階
建
て
校
舎
落
成
式
後
、
初
め
て
行

わ
れ
ま
し
た
。
家
の
人
が
休
め
る
「
お
十
夜
（
八
王

子
の
有
名
な
お
祭
り
）」
の
十
月
十
四
日
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
同
窓
会
や
地
域
の
青
年
会
が
準
備
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
六
年
生
の
遠
足
は
、
朝
早
く
か
ら
出
か
け

高
尾
山
ま
で
歩
い
て
往
復
し
た
そ
う
で
す
。 

 

    



 

 

 

大正７年（1918年）の校舎 

まわりは桑畑 

本校のシンボル 赤レンガ門 

大正１５年 小比企・片倉と由井村児童競技会 

左の旗は「由井尋常小学校」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

大正のころ 
 

明
治
時
代
の
四
十
五
年
間
に
は
、
日
清
・
日
露
二
つ
の
戦
争
が

あ
り
ま
し
た
。
食
糧
の
増
産
で
農
家
は
大
忙
し
で
し
た
。 

続
く
大
正
時
代
は
十
五
年
と
短
い
も
の
の
、
国
内
外
で
世
の
中

は
は
げ
し
く
動
き
、
大
き
な
被
害
の
出
た
関
東
大
震
災
も
あ
り
ま

し
た
。 

今
も
校
庭
に
残
る
「
赤
レ
ン
ガ
門
」
は
大
正
四
年
の
御
大
典
記

念
と
し
て
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
子
供
の
数
が
増
え
、
せ
ま
く
な
っ

て
き
た
の
で
校
地
を
大
正
六
年
に
移
転
し
、
レ
ン
ガ
門
も
引
っ
越

し
ま
し
た
。 

 

ハ
イ
カ
ラ
と
言
わ
れ
る
大
正
時
代
で

も
、
子
供
た
ち
は
明
治
時
代
と
変
わ
ら

ず
ふ
だ
ん
は
和
服
で
し
た
。
運
動
会
の

日
は
特
別
で
体
育
着
で
し
た
。 

 

足
元
も
、
わ
ら
じ
か
下
駄
で
、
雪
の

日
は
足
袋
を
は
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

の
ち
に
生
ゴ
ム
の
短
靴
が
は
や
っ
た
そ

う
で
す
。 

  

長沼のレンガ工場 



 

 

 

百周年記念誌より 校

舎の移り変わり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当
時
の
勉
強
は
、
読
み
方
・
書
き
方
・
綴

り
方
（
国
語
）、
算
術
、
図
画
、
修
身
（
道

徳
）
で
し
た
。 

 

ノ
ー
ト
の
代
わ
り
に
石
板
と
ろ
う
石

を
使
っ
た
そ
う
で
す
。
学
用
品
を
ふ
ろ
し

き
に
包
ん
で
通
い
ま
し
た
。 

  

こ
の
あ
た
り
に
電
気
が
引
か
れ
た
の
は
大
正
六
・
七
年
こ
ろ
で
し
た
。
照
明
は
ろ

う
そ
く
や
油
を
燃
や
す
ラ
ン
プ
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
今
の
人
は
電
気
の
な
い
生

活
を
想
像
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

バ
ス
の
開
通
は
大
正
五
年
で
、
自
転
車
は
め
っ
た
に
見
か
け
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。 

 

八
王
子
市
域
に
は
、
明
治
二
十
二
年
に
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
も
と
と
な
る
甲
武
鉄
道

が
、
明
治
四
十
二
年
に
横
浜
線
の
も
と
と
な
る
横
浜
鉄
道
が
通
り
ま
し
た
。 

 

由
井
村
や
周
辺
の
人
々
が
、「
浅
川
や
多
摩
丘
陵
に
沿
っ
た
鉄
道
が
欲
し
い
」

と
熱
心
に
運
動
し
た
の
で
、
京
王
線
の
も
と
と
な
る
、
玉
南
電
気
鉄
道
が
大
正
十

四
年
に
開
通
し
ま
し
た
。
先
輩
達
は
三
銭
の
電
車
賃
が
惜
し
く
て
歩
い
た
そ
う
で

す
。 こ

れ
を
き
っ
か
け
に
こ
の
あ
た
り
は
大
き
く
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
昭
和
六
年

に
は
御
陵
線
が
開
通
し
、
北
野
は
分
岐
点
の
駅
と
し
て
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。 

 

玉南鉄道 

昔
の
子
供
は
体
を
よ
く
動
か
し
て
遊
び

ま
し
た
。
か
く
れ
っ
こ
や
木
登
り
、
女

子
は
ま
り
つ
き
・
お
手
玉
・
あ
や
と
り

な
ど
。
校
庭
が
ぬ
か
る
む
季
節
は
、
も

み
殻
（
稲
を
お
米
に
す
る
と
き
に
出
る
）

を
ま
き
ま
し
た
が
、
乾
く
と
風
で
舞
い

上
が
っ
て
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

   

わらじ 

大正時代の校舎 



 

 

 

昭和 

昭和１４年の学芸会 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和の初めころ 

昭
和
の
初
め
の
こ
ろ
、
本
校
は
当
時
め
ず
ら
し
い
二
階
建
て
の
モ
ダ
ン
な
校
舎
で
し
た
。

玄
関
の
奥
に
階
段
が
あ
り
、
応
接
間
を
そ
な
え
、
花
壇
は
南
多
摩
郡
（
こ
の
あ
た
り
の
む

か
し
の
呼
び
名
）
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
優
勝
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

昭
和
七
年
、
選
挙
演
説
会
の
火
の
不
始
末
で
、
校
舎
が
焼
け
て
し
ま
い
ま
す
。
学
校
を

建
て
直
す
に
は
た
い
へ
ん
お
金
が
か
か
る
の
で
、
あ
き
ら
め
て
片
倉
の
旧
高
等
小
学
校
（
今

の
由
井
第
二
小
）
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
案
が
出
ま
し
た
。 

し
か
し
、
地
域
の
み
な
さ
ん
の
努
力
に
よ
り
再
建
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
間
は
、
先
生
の
家
を
二
ク
ラ
ス
が
使
っ
た
り
、
長
沼
の
公
会
堂
を
幕
で
仕
切

っ
て
使
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

  

ま
た
、
ほ
か
の
学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
の
試
合
も
盛
ん
で
、

本
校
は
南
多
摩
郡
の
代
表
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。 子

供
た
ち
は
ふ
だ
ん
、
川
遊
び
や
、
男
子
は
の
っ
け

玉
・
ベ
ー
ゴ
マ
・
竹
馬
、
女
子
は
お
手
玉
・
ま
り
つ
き
を

し
て
い
ま
し
た
。 

 

昭和初期の教科書 



 

 

 

百周年記念誌より 校舎の移り変わ

り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和の中ごろ 

昭
和
十
六
年
、
日
本
は
太
平
洋
戦
争
を
始
め
ま
す
。 

小
学
校
も
国
民
学
校
に
変
わ
り
ま
す
。 

や
が
て
都
会
の
子
供
た
ち
が
空
襲
を
の
が
れ
て
、
由
井
に

疎
開
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
一
ク
ラ
ス
八
十
人
位
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
こ
ろ
は
勉
強
よ
り
も
、
国
の
た
め
に
お
金
を
も
ら
わ

ず
働
く
勤
労
奉
仕
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ス
コ
ッ
プ
や
鍬
を

持
ち
、
校
庭
の
三
分
の
二
を
畑
に
耕
し
ま
し
た
。 

 

品
物
が
不
足
し
て
配
給
制
（
ほ
し
い
物
が
自
由
に
買
え

ず
、
割
り
当
て
に
な
る
）
に
な
り
、
く
つ
は
一
日
か
二
日
は

く
と
底
が
は
が
れ
て
し
ま
う
質
の
悪
い
も
の
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。 

 

そ
し
て
八
王
子
も
空
襲

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
子
供
た
ち
も
、
か
く

れ
る
防
空
壕
を
掘
り
ま

し
た
。
日
水
の
所
は
田
ん

ぼ
で
し
た
が
、
近
く
に
軍

の
地
下
壕
（
今
の
長
沼
公

園
内
）
が
あ
る
せ
い
か
、

頭
上
を
飛
行
機
が
た
く

さ
ん
飛
び
回
り
、
爆
弾
で

亡
く
な
っ
た
地
域
の
方

も
い
ま
し
た
。 

昭
和
初
め
に
開
通
し
た
野
猿
街
道
を
、手

作
り
の
ベ
ア
リ
ン
グ
車
で
下
っ
て
遊
ん
だ

子
供
た
ち
も
い
ま
し
た
。木
炭
自
動
車
よ
り

速
か
っ
た
そ
う
で
す
。（
燃
料
の
油
が
な
い

の
で
改
造
し
て
走
ら
せ
て
い
ま
し
た
。） 

戦
争
が
終
わ
る
と
、校
庭
も
遊
べ
る
よ
う

に
な
り
、楽
し
み
に
し
て
い
た
天
神
様
や
弁

天
様
の
お
祭
り
も
再
開
さ
れ
ま
し
た
。 

子
供
の
数
が
増
え
て
教
室
が
不
足
し
、登

校
時
間
を
前
後
半
に
分
け
る
二
部
授
業
を

し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

 

昭和の中頃の記念写真 

子守りをしている子どもたち 



 

 

  手作りの文集『うめの里』 

昭和４２年 運動会のようす  左は木造校舎 

昭和４１年 完成したバッテリー校舎とうれしそうな子供たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

昭
和
四
十
一
年
か
ら
、
今
の
場
所
へ
校
舎
を
建
て
替

え
、
移
転
が
始
ま
り
ま
し
た
。
大
小
の
プ
ー
ル
、
給
食

室
、
体
育
館
な
ど
が
次
々
と
作
ら
れ
ま
し
た
。 

教
室
は
、
光
が
入
る
よ
う
に
南
側
、
廊
下
は
北
側 

に
な
っ
て
い
る
校
舎
が
多
い
の
で
す
が
、
西
校
舎
は
、

廊
下
が
南
側
に
あ
る
変
わ
っ
た
作
り
に
な
っ
て
い
ま

す
。
階
段
を
中
心
と
し
て
左
右
に
ひ
と
つ
ず
つ
教
室
が

あ
る
、
当
時
最
新
の
形
式
で
し
た
。
住
宅
団
地
に
も
よ

く
見
ら
れ
た
タ
イ
プ
で
す
。 

ベ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
通
路
だ
っ
た
も
の
を
、
後
か
ら

壁
を
つ
け
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

 
在
校
す
る
六
年
間
に
ど
の
子
も
二
回
ず
つ
、
作
文
が
載
る
文

集
が
昭
和
三
十
一
年
度
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。 

第
十
一
号
は
校
舎
新
築
移
転
記
念
号
で
、
机
や
い
す
を
運
ん

だ
こ
と
、
校
舎
が
少
し
ず
つ
引
か
れ
て
移
動
し
て
い
く
工
事

の
様
子
、
新
し
い
教
室
で
学
ぶ
喜
び
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。 

 

○
新
校
舎
に
入
っ
て
、
う
れ
し
く
な
っ
た
。 

○
新
し
い
校
舎
を
大
事
に
使
お
う
と
思
っ
た
。 

○
そ
う
じ
が
か
ん
た
ん
に
早
く
で
き
る
。
便
所
だ
っ
て
水

洗
便
所
だ
。 

○
三
階
で
い
い
景
色
が
見
え
る
か
ら
新
校
舎
は
い
い
。 

 

    



 

 

 

昭和５８年 ４クラス時代の校舎配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和後半から平成のころ

の中ごろ 

学
習
内
容
は
、
時
代
と
と
も
に
見
直
さ
れ
、
教
科
書
は
新
し
く
作
り
直
さ
れ
て

い
ま
す
。
教
科
は
大
き
く
変
わ
ら
ず
に
来
ま
し
た
が
、
平
成
四
年
か
ら
低
学
年

の
社
会
・
理
科
を
や
め
、「
生
活
科
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
育
て
た
ミ
ニ
ト
マ
ト

を
食
べ
た
り
、
町
探
検
に
出
か
け
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
ま
す
。 

ま
た
、
同
年
九
月
、
毎
月
第
二
土
曜
を
休
業
日
と
す
る
月
一
回
の
学
校
週
五

日
制
が
始
ま
り
ま
す
。
第
四
土
曜
も
休
む
月
二
回
制
を
経
て
、
十
四
年
に
は
完

全
五
日
制
に
な
り
ま
し
た
。 

  

 

十
二
年
に
は
、
三
年
生
以
上
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
始
ま
り
、
環

境
や
福
祉
に
つ
い
て
自
分
達
で
調
べ
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
を
使
っ
た
り
す
る
新
し
い
学
び
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。 

二
十
四
年
か
ら
は
高
学
年
の
外
国
語
活
動
が
正
式
に
始
ま
り
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
（
ア

シ
ス
タ
ン
ト
言
語
教
師
）
の
先
生
と
い
っ
し
ょ
に
英
語
を
学
ん
で
い
ま
す
。 

八
王
子
市
で
は
二
十
二
年
か
ら
「
小
中
一
貫
教
育
」
に
取
り
組
み
、
小
・
中
学

校
の
先
生
方
が
と
も
に
授
業
参
観
や
研
究
を
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を

と
ら
え
て
交
流
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
打
越
中
学
校
地
区
で
も
、
中
学
の
体

育
祭
で
長
沼
小
児
童
と
競
い
合
う
招
待
リ
レ
ー
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

４０台の児童機を備えたパソコン室 

外国語活動のテキスト 

平成２５年 打越中体育祭 招待リレー 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二
十
三
年
三
月
十
一
日
、
東
北
地
方
を
未
曾
有
の
大
地
震
と
津
波
が
襲
い
ま

し
た
。
八
王
子
も
震
度
五
強
の
強
い
揺
れ
と
、
多
く
の
余
震
が
あ
り
ま
し
た
。

当
時
、
本
校
は
耐
震
補
強
工
事
が
済
ん
で
お
ら
ず
、
寒
風
の
吹
く
校
庭
に
避
難

し
て
待
機
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
計
画
停
電
で
信
号
が
消
え
た
り
、
給
食
中
止

の
学
校
が
出
た
り
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
車
の
行
列
が
で
き
た
り
、
生
活
に

影
響
が
続
き
ま
し
た
。 

由
井
一
小
の
子
ど
も
た
ち
の
学
校
生
活
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
自
然
災
害
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
り
、
毎
年
三
月
の
毎
月

の
避
難
訓
練
で
は
、
地
震
を
想
定
し
た
訓
練
を
実
施
し
、
東
日
本
大
震
災
の
振

り
返
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
学
校
で
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
が

図
ら
れ
ま
し
た
。 

参考写真（2011年 岩手県） 

 

2011年の学校行事の様子 

日光移動教室（６年生） 

社会科見学（２年生） 

ハッピーフェスティバル 

まちたんけん（２年生） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平
成
三
一
年
一
月
こ
ろ
か
ら
広
が
っ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」

は
、
世
界
中
を
大
混
乱
に
巻
き
込
み
ま
し
た
。 

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日
、
安
倍
首
相
の
要
請
を
受
け
、
三
月
二
日
よ

り
全
国
の
学
校
で
臨
時
休
校
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

突
然
の
発
表
と
な
り
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
教
職
員
も
戸
惑
っ
て
い
ま
し

た
が
、「
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
」
を
模
索
し
、
感
染
症
対
策
を
し

な
が
ら
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

子どもの居場所確保の取組 

学校は休校となりま

したが、就労のため保育

ができない１～３年生

の子どものいる家庭を

対象に学校を開放し、自

主学習や昼食提供を行

いました。 

分散して学年ごとに修了式を実施（３月） 

令和元年度 卒業式（３月２４日） 

平成３１年・令和元

年度の卒業式は、卒業

生とその保護者のみの

出席の中で行われまし

た。少人数での開催と

なりましたが、忘れる

ことができない卒業式

となりました。 

分散登校日 分散登校日（教科書配布） 

平成後半から令和へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年ごとに投稿を分散させ、授業を行い

ました。マスク着用、ソーシャルディスタ

ンスなど、新しい生活様式を受け入れなが

らの学校生活となりました。 

子どもたちが下校すると、全教職員で学

校中の消毒作業を行いました。感染症拡大

防止のため、子供たちも、そして先生たち

も力を合わせてがんばりました。 

オンライン授業の試行 

感染症防止に配慮した授業の様子 

今後の感染症の拡大に備え、「学びを止

めない」ために、オンライン授業の試行を

行いました。子どもたちには一人一台タブ

レットが配布され、自宅で参加することが

できるようになりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生の取組の様子より 

由井国民学校卒業式 

北野天神社 夏祭り 

 今のお祭りとは全然違うけど、こ

のお祭りも楽しそうです。私もこの

夏まつりに行ってみたいと思いま

した。 

５年１組 ○○ ○○ 

 

 

昔の写真は白黒でした。１学級の人

数が多いと思いました。男の 人と

女の人の服装が今と違うのも、不思

議でした。 

５年１組 ○○ ○○ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４０年頃の運動会 

昭和３２年頃 田植え 

 周りの建物や校舎が今と全然違

うけど、運動会をやっているところ

は昔も今も変わらないんだなと思

いました。 

５年１組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 

 田んぼでみんなで昼食を食べて

いて、楽しそうだし、おいしそうだ

と思いました。虫などがお弁当に入

らないか心配です。 

５年１組 ○○ ○○ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道１６号バイパス 北野児童館西 

 

 この後、ここに歩道橋ができまし

た。この頃はまだ、歩道橋がないの

で、道路を渡るのが大変だったと思

いました。 

５年１組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和４４年頃 運動会 

旧校舎時代の赤れんが門 

 今の場所と違うところに赤れん

が門がります。今は２つだけど、昔

は４つあるのが不思議です。 

 

５年２組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 

 この頃、児童数が１０００人以上

いたので、人数が多いと思いまし

た。だから、長沼小と高嶺小に分け

たということがわかりました。 

５年２組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治４４年頃 朝礼の様子（右は北野天神）  

まゆとり 

 お巡りさんがかぶるような帽子

をかぶっています。窓が障子だから

「障子の学校」と呼ばれていたこと

が分かりました。 

５年２組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 

 今はカイコを飼っている人を

見ないけれど、昔はたくさん育て

ていました。まゆを育てるケース

のようなものがあったようです。

大変な作業だったのではないか

と思いました。 

５年２組 ○○ ○○ 

 

 

   ５年１組  ○○ ○○ 


