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四小の歴史を知ろう！
年 出来事 児童数

1873 吉祥寺を利用して、敬身学舎を開校。 36名
(明６) 学校区は、北大島村(今の大島町)、大曲村・大荷場

12/17 村・細谷村・離村・除川村・西岡村・西岡新田村

(以上板倉北小の学区)

1874 除川分校ができ、除川村・西岡村・西岡新田村の子 106名
(明７) はそちらへ転校

1875 細谷分校ができ、大曲村、離村、細谷村の子はそち 117名
(明８) らへ転校

1885 当郷村立進修学校、新当郷村立新当郷学校、敬身学 75名
(明 18) 舎の３校が合わさり邑楽第二小学校ができた。敬

身学舎はその分校として、吉祥寺を校舎とした。

渡良瀬川でアユの大量死。足尾鉱毒事件発生

1886 邑楽第二小学校から独立して邑楽第三尋常小学 85名

(明 19) 校ができた。 男 74
女 11

1887 北大島尋常小学校 に校名を変えた。 126名
(明 20) 田中正造、国会で足尾銅山による鉱毒被害の様子を 男 101

うったえた。 女 25

1890 大島尋常小学校 に校名を変えた。 153名
(明 23) 男 124
1893 全国の学校で「君が代」を歌うようになった。 女 29
(明 26)
1894 日清戦争が始まった。(～ 1895年) 162名
(明 27)
1896 9 月、渡良瀬川が決壊。これにより、鉱毒ひがいが 145名
(明 29) 広がった。本校は避難所となり、10日間臨時休校。
1898 明治 29 年の水害の結果、大島村民は税金を払わな 160名
(明 31) くてよいことになったが、その結果学校で使うお金 男 115

が無くなった…。 女 45
1900 川俣事件が起こった 176 名
(明 33) 男 110

女 66
1901 田中正造、足尾鉱毒事件について、天皇に直接訴え 187 名
(明 34) た。 男 109

女 78
1902 初めて児童数 200名を超えた。 225名
(明 35) 男 112

女 113
1904 日露戦争が始まった(～ 1905年)
(明 37)
1906 7/16 渡良瀬川こう水。大島村全体が水につかり、１ 200名

なぜ、こんなに広い

学区なのにこれしか子

どもがいなかったの？

館林って昔は、邑楽

郡に入っていたんだ

よ。

なんで女の子が男子

と比べてすごく少ない

の？

このころから女子の

数がどんどん増えてい

るわ。

でもさ、このころ、

大島は足尾鉱毒事件で

大変だったんだね。
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(明 39) 週間休校 男 101
7/28再びこう水。児童、船で登下校 女 99

1907 9/2こう水のため 6日間休校。
(明 40) 9/9本日より開校。児童は船で登下校

◎この年から小学校は「４年生まで→６年生まで」

と２年間伸びた。

1908 6/8 この年から「農繁休業」の文字が記録に書か
(明 41) れるようになった。
1909 初めて、児童数 300名を超えた。 305名
(明 42) 男 168

女 137
1910 高等科(2 年間)を加えて大島尋常高等小学校と 350名
(明 43) 改名 男 201

8/11 渡良瀬川決壊。本校は床上４尺(約 120 ㎝)まで 女 149
水が来た。

9/1授業再開。児童は毎日船で登下校。
9/20児童が土を運び、校庭の周囲に土堤を作った。
11/1 校舎が完成。これにより、学校の場所は吉祥寺
から現在地に変わった。

12/25校庭に砂を運び入れ、堤防を作った。
1914 7/28第一次世界大戦がはじまった。 335名
(大 3) 8/29 こう水により本校は床上 30 ㎝まで水が来た。 男 180

そのため 9/7まで休校。 女 155
9/16 再びこう水。しばらくの間、観音、岡里、上新

田の子は船で通学。

大島神社が現在地にひっこしてきた。

1918 渡良瀬川の流路を変え、堤防を作る工事が終わった

(大 7)
1923 関東大震災により校舎に被害が出た。 370名
(大 12) 男 170

女 200
1928 校舎改築資金積み立て開始。大島村に住んでいる人

(昭 3) たちからは年間一件当たり玄米１升の寄付を、保護

「農繁休業」という

のは、このころ、高学

年の子は、自分の家の

田植えや稲刈りのお手

伝いをしていたので、

特別にお休みにしてい

たんだよ。

明治 39 年の卒業記念
写真です。今の子ども

とくらべてみましょ

う。また、後ろに立っ

ている 4 人は先生だけ
ど、これも比べてみて

ね。

大正 5年の校舎

【当時の子どもの証言①】

私が学んだ小学校は１階建ての

細長い校舎でした。校舎の周囲

には１ m くらいの高い土堤が
できていました。校舎の西側に

も木造２階建ての校舎があり、

高等科の教室がありました。

(大正 10年卒業生)

【当時の子どもの証言②】

思い出すのは、スズカケの大木

と 16 本の「つっかえ棒」のあ
る校舎である。他の地区の子ど

もから、「大島学校ボロ学校つ

っかえ棒が 16 本」とバカにさ
れたものだ。 (昭和 2年卒業生)
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者からは毎月児童１人当たり２銭ずつの寄付を集め

た。

1932 10/28 県内でもめずらしい地震にもたえられる設計 350名
(昭 7) の木造２階建て校舎が完成。 男 173

女 177
1935 浅間山大爆発

(昭 10)
1936 この年から、「防空演習」が行われるようになった。

(昭 11)
1937 7/7日中戦争が始まった。
(昭 12)
1939 大島郵便局ができた。

(昭 14)
1941 大島国民学校に名前が変わった。 336名
(昭 16) 12/8第二次世界大戦が始まった。 男 177

女 159
1942 5/1空襲警報があり、全校児童が避難した。
(昭 17)
1943 学童疎開で大島に来た児童の受け入れ始まった。

(昭 18)
1944 10/24 ５年生以上の子は稲刈り作業(10日間)
(昭 19) 12/10 高等部 2 年生は「勤労報国隊」として工場

で働いた。

12/25肥料をいっぱい作るため落ち葉拾い
1945 1/13食料としてカシの実拾いをし 33俵分出荷
(昭 20) 2/10午後２時 30分、B29が 90機、校舎上空を通過、

校庭に高射砲弾のかけらが落ちてきた。

2/25アメリカ軍戦闘機数十機が校舎上空を通過
2/26午前７時 30分空襲警報があった

午後３時アメリカ軍戦闘機数十機が超低空で来

て校庭上空を回り、東へ向かった。その際、学

校付近を鉄砲で撃ってきた。

3/10東京大空襲
3/17硫黄島、アメリカ軍により占領された。
5/22「戦時教育令」が出された。
国民学校初等科(小学生)以外は、学校の授業をや

め、本土防衛と生産増強のために働かせるための

法律。

6/23沖縄島、アメリカ軍により占領された。
8/6 アメリカ軍により広島に原爆が落とされた。

8/9 アメリカ軍により長崎に原爆が落とされた。

8/15日本、敗戦により、戦争が終わった。

【当時の子どもの証言③】

あの頃は目いっぱいよく遊んだ

なぁと思うばかりです。この子

も女の子も一緒になって、鬼ご

っこ、メンコ、ビー玉、おはじ

き、お手玉等で夕方まで遊んで

いました。 (昭和 10 年卒業生)

「防空演習」とは、戦争

で、相手の国の飛行機が

爆弾を落としてきたとき

にどのように行動したら

よいかを勉強する「避難

訓練」だよ。

【当時の子どもの証言④】

当時は村の青年たちが、午後毎

日のように校庭で軍事訓練をし

ていました。運動会では、完全

武装し空砲を撃ちながら行う突

撃演習がすごかったです。当時

の子ども達はみんな兵隊にあこ

がれていました (昭和 15 年卒
業生)

【当時の子どもの証言⑤】

若い先生は兵隊として軍に入

り、子ども達の勉強は教科の勉

強が減って武道や訓練的なもの

が多くなった。また、農家への

手伝い、道ばたでの豆づくり、

校庭でのサツマイモづくりをし

た。家ではカシの実拾いをした。

高等科 2 年生は 工場に働きに

出て、飛行機づくりをした。(昭

和 18年卒業生)
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【戦時中の大島の子ども達の生活】

【戦後間もないころの大島の子ども達の生活】

年 出来事 児童数

1947 大島村立大島小学校と名前が変わった。 390名
(昭 22) 大島中学校が開校。 男 202

大島神社に「聖霊殿」が建てられた。 女 188
9/16カスリン台風による水害のため 5日間臨時休校

1949 10/26 幻灯機を買うため、イナゴとりを行った(3 日 342名
(昭 24) 間) 男 179

12/24 イナゴとりをしたお金で買った幻灯機の試写 女 163
会を行った。

1950 7/22大島中学校、新築校舎に移転
(昭 25)
1952 11/24 イナゴとりを３日間行い、それを売ったお金 336名
(昭 27) でグローブ５個、ドッチボール 2個、野球ベース１ 男 168

組を買った。 女 168

【当時の子どもの証言⑥】

戦争が進むにつれ、物不足がひどくなり運動ぐつ

も配給制になったため、通学はほとんどゲタでし

た。教科書は上級生のおさがりを使いました。

B29 が飛んできたときには、山王の神明宮や、本
郷の天神様まで避難しました。そんな中で、私た

ちは、食料を増やすため、ドングリ拾いや道ばた

での豆さいばいを、戦争に勝つことを信じながら

がんばりました。家では自分たちで手作りのわら

ぞうりを作り、学校のうわばきにしました。

(昭和 21年卒業生)

【当時の子どもの証言⑦】 疎開生活

東京での空襲が怖く、腹も減っていたので、少し

でも早く田舎へ行きたいと思っていたので、どれ

ほど大島が楽園に思えたことか。親せきの家に学

童疎開でお世話になったが、みんないい人で一度

も「東京に帰りたい」と言ったことはなかった。

たくさん食べ物があったし。学校では、時にはい

じめられることもあったけど、みんないい友達に

なった。大人数でやるかくれんぼ、鬼になったら

悲劇、泣き出すやつもいたなぁ。

(昭和 23年卒業生)

【当時の子どもの証言⑧】遊び

お人形は今のようなきれいなドレスを着た物では

ありせん。人形の手、足、頭を作り顔も自分で書

き、洋服まで全部手作りでした。こうして苦心し

て作った人形で遊ぶことがとても楽しかったで

す。夏になると、夕方、小川や田んぼにホタル取

りに行きました。冬になると校庭でドッチボール

や鬼ごっこをして遊びました。エビガニつり、シ

ジミ、タニシ、イナゴとりもしました。

(昭和 25年卒業生)

【当時の子どもの証言⑨】 物不足

ゲタ・ぞうりをはいている子がほとんどでクツを

はいている子はほとんどいませんでした。時々学

校で運動グツの配給があり、くじで当たったとき

はうれしくてたまりませんでした。当時の食糧事

情はとても悪く、麦飯が多かった。米飯は今では

考えられないくらいごちそうでした。５年生のこ

ろには、秋になると全校児童でイナゴとり、カシ

の実拾いをして、それを売り、学校の勉強に必要

な物を買うお金にしたようです。

(昭和 26年卒業生)

大島中学校の校舎
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年 出来事 児童数

1954 4/1館林市誕生! 350名
(昭 29) 館林市立大島小学校と名前が変わった。

田谷地区が大島小の学区に入った。

10/15第一回大島地区市民体育大会実施。
1/28給食優良校として表彰された。
3/20文集「やなぎ」創刊

1956 10/22イナゴとり(2日間)を行った。 385名
(昭 31) 11/21イナゴとりをしたお金でうんていを買った。 男 190

女 195
1958 初めて児童数 400名を超えた。(四小史上最多!) 405名
(昭 33) 11/27 館林市出身の正田美智子さんが皇太子妃に決 男 203

定(今の上皇后) 女 202
12/23 東京タワー完成

1960 9/3大島中学校廃校式
(昭 35) 9/10カラーテレビ放送開始

2/5大島中学校校舎移転工事スタート
1961 6/20校舎移転工事完了 394名
(昭 36) 9/16 台風 18 号のため本校のシンボル「柳の大木」 男 198

がたおれた。 女 196
10/8館林市第一回発明工夫展で「学校賞」を受けた。
3/24 校庭を広げた記念に地区の人たちから木を 130

本以上いただいた。

1964 東京オリンピックが行われた。

(昭 39)
1965 12/3各教室にテレビが設置された。 320名
(昭 40) この年まで、「杉の渡し」(山王)、「一文渡し」(岡 男 153

里)が残っていた。 女 167 ここが大島中学校のあった所

この年から大島地区の体

育大会が始まったんだ

ね。

文集「やなぎ」は郷土資

料室の後ろのロッカーに

しまってあるよ。読んで

みよう。

これが 1932 年に建てられ
た校舎

これが大島中学校から移っ

てきた校舎

大島中学校はそのまま

の姿で大島小学校まで

運ばれたんだって。地

元のお年寄りに聞いて

みよう。

大島中が合体する前（昭３４）
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年 出来事 児童数

1966 館林市立第四小学校と名前が変わった。 298名
(昭 41) 11/18築山工事開始 男 140

12/7体育館完成 女 158
1967 千塚地区が大島小の学区に入った。 277名
(昭 42) 10/4 古道具、古銭、農具等の資料が地域のみなさん 男 132

から寄贈された。→落合敏男教諭により整備され郷 女 145
土資料室が誕生！

1968 現在も使われているプールが完成 261名
(昭 43)
1972 8/23地区納涼大会がこの年から始まった。 180名
(昭 47) 11/13東北自動車道開通 男 92

女 88
1973 8/15 現在の校歌の作詞者鈴木先生が来校。学校区の 163名
(昭 48) 様子を見て回った。 男 86

10/9校歌完成 女 77
12/17学校創立 100周年記念式並びに校歌発表会
3/26創立 100周年記念碑除幕式

1974 7/22初めての臨海学校。
（昭 49）館林文化会館開館・市立図書館開館
1979 大島公民館開館 159名
（昭 54） 10/10TBS合唱コンクールに音楽クラブ参加 男 81

10/27全校サツマイモ作り収穫祭り実施 女 78
（収穫後、校庭でふかして試食会）

1/26全校カルタ大会
2/7体育遊具施設（アスレチック）完成

1981 6/2東毛少年自然の家での初めての宿泊訓練
（昭 56）
1982 6/8夜間照明設置
（昭 57）
1985 久しぶりに再び児童数が 200人を超えた。 207名
（昭 60） 61年 3/15東幼稚園、今の園舎に移った。 男 107

女 100
1989 3/31現在の校舎完成
（平１）

この年から大島地区の体

育大会が始まったんだ

ね。

私が生まれた年に郷土資

料室が生まれたなんて、

運命ですね。落合先生、

郷土資料室を復活させま

したよ。

（創立 100周年記念碑）

こんな昔からサツマイモ

作りをしていたなんてす

ごいね。

ここから先は君たちで調

べてみよう。校長先生に

お願いして、「学校沿革

史」という本を見ると書

いてあるよ。ただ、ちょ

っと難しいかな。四小の

ウェブページにも一部書

いてあるよ。

これは何でしょう

これは昔ここに

道路があったよと

いう印。「わたし

たちの小学校誌－

－第四小学校 115
年のあゆみ」P196
を見よう。
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赤い矢印はすべて同じ道。この道の

あった場所を教える印がさっきの○市

だよ。

ところで、今、先生方の車が置いて

ある所も農協の所も田んぼだったん

だね。


