
 

1０
月
17
日
、
今
年
度
末
で
閉
校
す
る

育
成
小
学
校
で
閉
校
記
念
式
典
が
行
わ

れ
、
全
校
児
童
32
人
と
保
護
者
、
地
域

住
民
ら
約
１
０
０
人
が
、
地
域
と
共
に

歩
ん
で
き
た
学
校
の
歴
史
に
思
い
を
馳

せ
ま
し
た
。

 

同
校
は
、
明
治
20
年
に
育
成
尋
常
小

学
校
と
し
て
創
立
し
、
こ
れ
ま
で
３
３
８

２
人
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
て
い
ま
す
。

 

閉
校
式
で
は
、
児
童
ら
が
映
像
と
共

に
学
校
生
活
を
振
り
返
っ
た
ほ
か
、
同

校
が
昭
和
49
年
か
ら
継
承
し
て
い
る
郷

土
芸
能｢

三
方
荒
神
鹿
島
獅
子
」
を
披

明治 20 上相野・下相野両小学校を合併し
育成尋常小学校創立

昭和 22 学制改革により育成小学校と改称
32 校歌制定
49 三方荒神鹿島獅子を復活
56 文部大臣より学校給食優良校とし

て表彰される
62 現在の校舎および体育館落成。

創立100周年
63 水泳プール完成

平成 ５ 屋外運動場完成
９ みどりの愛護功労者建設大臣賞受賞
20 全日本学校歯科保健優良校として

表彰される
22 三方荒神鹿島獅子がつがるの宝に

認定される
30 日本PTA全国協議会会長表彰

（団体）受賞
令和 ２ 完全複式学級（1・2年、3・4年、

5・6年）になるとともに特別支援
学級「みのり学級」開設

育成小学校の沿革

育成小  閉校式

１
３
４
年
の
歴
史
に
幕

そ
し
て
将
来
へ
の
一
歩

「ふるさと」を斉唱する児童

露
。
全
校
児
童
で｢

ふ
る
さ
と
」
を
斉
唱
し

た
後
、児
童
を
代
表
し
て
佐
藤
玲
久
斗
君
（
６

年)

が｢

閉
校
ま
で
あ
と
５
カ
月
。
残
さ
れ
た

時
間
を
大
切
に
し
て
、
み
ん
な
と
仲
良
く
す

ご
し
て
い
き
ま
す
」
と
誓
い
ま
し
た
。

 

こ
の
ほ
か
式
典
で
は
、
三
方
荒
神
鹿
島

獅
子
の
伝
承
に
貢
献
し
た
奈
良
ト
キ
さ
ん
や
、

歴
代
の
校
長
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
永
年
勤
続
職

員
ら
に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

 

現
在
の
１
～
５
年
生
は
来
年
４
月
か
ら
、
森

田
小
や
柏
小
、
向
陽
小
な
ど
希
望
す
る
近
隣

の
学
校
に
通
い
ま
す
。
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戦後間もない昭和20年代の校舎。学校に残されているアルバムの
中で、一番古い校舎の写真です。

　

昨
年
９
月
に
閉
校
が
正
式
に
決
ま
り
ま

し
た
。
地
域
に
子
ど
も
が
少
な
い
の
で｢

仕

方
な
い
」
と
い
う
の
が
率
直
な
思
い
。
子
ど

も
た
ち
に
は
、
こ
の
学
校
で
卒
業
し
て
欲

し
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。

　

で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
た
め
、

よ
り
多
く
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
る
大
き

な
学
校
で
、
た
く
さ
ん
の
仲
間
と
一
緒
に

学
ぶ
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
よ
り
よ
い

将
来
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た

ち
が
新
し
い
学
校
に
行
っ
た
と
き｢

良
か
っ
た

な
」
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
し
、
育

成
小
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
て
、
元
気

に
学
校
生
活
を
送
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
育
成
小
を
見
守
っ
て
き
て
く
れ

た
地
域
の
方
々
の
ご
理
解
に
感
謝
し
ま
す
。

　

節
目
ご
と
に
発
行
さ
れ
た
創
立
記
念
誌

を
紐
解
き
ま
す
と
、
教
育
環
境
の
整
備
の

た
め
に
、
多
く
の
方
々
が
真
摯
に
取
り
組

ん
で
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
今
日

ま
で
続
く
育
成
小
学
校
に
対
す
る
Ｐ
Ｔ
Ａ

の
方
々
の
願
い
や
、
こ
の
地
域
の
期
待
の
大

き
さ
に
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
熱
意
と
人
情
味
あ
ふ
れ
る
相

野
の
地
の
お
か
げ
で
、
子
ど
も
た
ち
に
は

｢

豊
か
な
感
性
」
と｢

人
を
思
い
や
る
心
」

が
確
実
に
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
。｢

人
は
環

境
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
」
と
申
し
ま
す
が
、

ま
さ
に
こ
の
地
が
そ
の
環
境
で
あ
っ
た
と
実

感
し
て
い
ま
す
。

　

児
童
の
皆
さ
ん
。
閉
校
が
決
ま
り
、
寂

し
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が｢

元

気
に 

な
か
よ
く 

自
分
か
ら
」
の
合
言
葉
の

も
と
、
獅
子
舞
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

行
事
に
思
い
を
込
め
、
全
校
が
一
丸
と
な
っ

て
取
り
組
み
、
感
動
的
な
時
を
演
出
し
て

く
れ
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
か
っ
た
で
す
。
本

当
に
ほ
こ
り
に
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
、
多
く
の
方
々
が
と
も
に
築
い

て
き
た
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
こ
の
素
晴
ら

し
い
学
校
で
過
ご
し
た
子
ど
も
た
ち
で
す
。

校
歌
に
あ
る
よ
う
に｢

楽
し
く
我
ら
歌
は
ん
、

祈
り
て
我
ら
学
ば
ん
」
の
言
葉
を
忘
れ
ず

に
、
明
る
く
楽
し
く
、
自
分
の
可
能
性
を

信
じ
、
友
情
を
大
切
に
、
勉
強
や
運
動
に

力
一
杯
励
ん
で
く
だ
さ
い
。

現在の校舎

相
　
馬
　
準
　
一 

校 

長

　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
32
代
校
長
）

閉
校
記
念
事
業
実
行
委
員
会

佐
々
木
　
和
　
真 

委
員
長

　
　
　
　
　
（
第
37
代
P
T
A
会
長
）
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今
か
ら
２
５
０
年
ほ
ど
前
に
、
鹿
島
神
社
の
前
で
お
神
楽
を
や
っ
た

の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
舞
の
内
容
は
、
鹿
と
道
案
内
の
「
お
が
し
こ
」（
猿
）
が
山
の
奥
か

ら
降
り
て
き
て
、
川
に
橋
を
架
け
て
渡
り
、
森
に
上
が
っ
て
、
お
宮
に

参
拝
し
て
、
そ
こ
で
お
神
楽
を
や
る
と
い
う
構
成
で
す
。

　
こ
の
貴
重
な
郷
土
芸
能
は
、
戦
争
を
境
に
50
年
も
の
間
途
絶
え
て
い

ま
し
た
が
、
昭
和
49
年
に
育
成
小
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
住
民
ら
が
復
活
さ
せ
、
昭

和
59
年
か
ら
は
、
踊
り
や
囃
子
す
べ
て
を
児
童
が
担
っ
て
き
ま
し
た
。

　
育
成
小
の
閉
校
後
は
、
森
田
中
が
獅
子
舞
実
行
委
員
会
を
組
織
し

て
、
こ
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。

　三
方
荒
神
鹿
島
獅
子

　10月18日、森田中で引き継ぎ式が行われました。
　両校の児童、生徒合同による獅子舞が披露されたあと、育成
小の太田光流さんから森田中の木村玲王さんに「三方荒神鹿
島獅子保存会旗」が手渡されました。

地域の誇りを
　　未来へつなぐ

　
獅
子
舞
に
は
４
年
生
の
時
か
ら
山
持
ち（
笹
を
持
つ
役
）で
参
加
し
、

５
年
生
か
ら
雄
獅
子
役
を
務
め
て
き
ま
し
た
。

　
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
獅
子
舞
を
披
露
す
る
機
会
が
少
な

か
っ
た
け
ど
、
引
き
継
ぎ
式
で
は
最
後
の
踊
り
を
や
り
切
る
こ
と
が
で

き
て
ス
ッ
キ
リ
し
ま
し
た
。

　
育
成
小
の
獅
子
舞
は
こ
れ
で
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
森

田
中
学
校
が
引
き
継
い
で
く
れ
ま
す
。
ぼ
く
た
ち
が
引
き
継
い
で
き
た

獅
子
舞
を
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
引
き
継
ぎ
式
で
は
、
み
ん
な
の
緊
張
か
ら
囃
子
の
リ
ズ
ム
が
早
か
っ

た
け
ど
、
合
同
練
習
の
と
お
り
み
ん
な
の
息
が
合
っ
た
い
い
獅
子
舞
を

披
露
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
代
で
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
芸
能
が
地
域
に

残
っ
て
い
る
こ
と
が
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
育
成
小
の
み
ん
な
が
、
よ
り
よ
い
獅
子
舞
を
目
指
し
て
練
習
を
重

ね
、
伝
統
を
守
っ
て
き
た
こ
と
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
、
こ
の
伝
統
芸

能
を
地
域
の
誇
り
と
し
て
、
後
輩
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
約
束
し

ま
す
。

育
成
小
学
校

　
　
踊
り
リ
ー
ダ
ー

　
　
太  
田  
光  

流
さ
ん

（
６
年
生
・
雄
獅
子
役
）

森
田
中
学
校

　
　
獅
子
舞
実
行
委
員
長

　
　
木  

村  

玲  

王
さ
ん

（
３
年
生
・
お
が
し
こ
役
）

育成小の「三方荒神鹿島獅
子」伝承に大きく貢献したと
して、閉校式で福島市長から
感謝状を贈られた奈良さん。
　昭和 52年 4月～平成 5年
3月の16年間、用務員として
同校に在職しながら児童に獅
子舞を教え、離任後も定期的
に学校などを訪れ、子どもた
ちに伝統を伝え続けています。
　そんな奈良さんにお話を伺
いました。

【獅子との縁】 私が生まれた床舞地区（森田町）には、
家を建てる前の「地固め」をする日に獅子を呼ぶとい
う風習があり、子どもの頃からよく獅子を見てきまし
た。育成小に赴任し、当時の平間ヌヱ教頭先生が三方
荒神鹿島獅子の伝承に取り組んでいることを知った時、
獅子に縁があるなぁと感じたのを覚えています。

【飯より好きな踊り】　子どもたちに踊りや楽器を教
えることは、とても楽しいことです。飯より踊りが好
きな私は、今でも自分の年を忘れて夢中で踊ってしま
いますが、それを見た子どもたちが芸を覚え、後輩た
ちに受け継いでくれていることがとてもうれしいです。

【獅子への恩返し】　森田中が三方荒神鹿島獅子を継
承してくれることになって本当に良かったです。獅子
は私の人生を豊かにしてくれました。その恩返しのた
めにも、命ある限り、この郷土芸能を伝えていきたい
と思います。

伝承の特別功労者 奈 良 ト キ さん（87歳）
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