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序
じょ

　大野小学校は、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

内で最
もっと

も伝
でん

統
とう

のある小学校で、126年の歴
れき

史
し

の中で

様々な宝
たから

を持っています。大
おお

野
の

城
じょう

市
し

教育委員会では、平
へい

成
せい

28年８月、そのうち

のセンダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

を取り上げて、「夏の企
き

画
かく

展
てん

『センダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

～大野小学校　２つの宝
たから

～』」を開
かい

催
さい

し、多くの方々に見学していただきました。

本書は、この企
き

画
かく

展
てん

の内
ない

容
よう

をまとめたものです。

　センダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

は、約
やく

１世
せい

紀
き

の間大切にされてきた大野小学校の伝
でん

統
とう

の源
みなもと

であり、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

の貴
き

重
ちょう

な文
ぶん

化
か

財
ざい

です。今回この冊
さっ

子
し

をご覧
らん

になられた方々

が、２つの宝
たから

の歴
れき

史
し

について知ることで、その当時の人々の思いを感じていただ

けたら幸いです。

　最
さい

後
ご

になりましたが、貴
き

重
ちょう

な資
し

料
りょう

を提
てい

供
きょう

していただいた大野小学校、樹
じゅ

木
もく

医の

飯
いい

田
だ

稔
みのる

様をはじめ、多くの方々や機
き

関
かん

にお世話になりました。心から感
かん

謝
しゃ

申し

上げます。

平
へい

成
せい

29年３月31日

大
おお

野
の

城
じょう

市
し

教育委員会

教育長　吉
よし

富
とみ

　修
おさむ
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凡
はん

例
れい

１．本書は平
へい

成
せい

28年８月に歴
れきししりょうてんじ

史資料展示室で開
かいさい

催した ｢夏の企
き

画
かく

展
てん

『センダンの

木と旌
せいひょうき

表旗　～大野小学校　２つの宝
たから

～』」の解
かい

説
せつ

冊
さっ

子
し

をまとめなおしたも

のです。

２．本書に掲
けい

載
さい

した写真・記事につきましては、下記の方々および機
き

関
かん

からご協
きょう

力
りょく

をいただきました。記して感
かん

謝
しゃ

申し上げます。（五十音順
じゅん

、敬
けいしょうりゃく

称略）

　　飯
いい

田
だ

稔
みのる

・大
おお

野
の

城
じょう

市
し

立大野小学校・株
かぶしき

式会社西日本新聞社

３．出
しゅってん

典の記
き

載
さい

のない本書に掲
けい

載
さい

の写真は、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

教育委員会所
しょ

蔵
ぞう

のものです。
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大野小学校の２つの宝
たから

　平
へい

成
せい

27年に125周
しゅう

年
ねん

を迎
むか

えた大野小学校は、明
めい

治
じ

期
き

から続
つづ

く歴
れき

史
し

ある小学校で、

長い歴
れき

史
し

の中で様々な宝
たから

を持っています。そのうちの２つが、センダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

です。この２つの宝
たから

は深い関
かか

わりがあり、大
たい

正
しょう

３年（1914）に優
ゆう

良
りょう

校の証
あかし

である旌
せい

表
ひょう

旗
き

を受
じゅ

賞
しょう

した記
き

念
ねん

に植えられたのがセンダンの木です。

　今回の「大
おお

野
の

城
じょう

市
し

の文
ぶん

化
か

財
ざい

」では、貴
き

重
ちょう

な写真資
し

料
りょう

とともに、①大野小学校

の歴
れき

史
し

、②センダンの木、③旌
せい

表
ひょう

旗
き

の受
じゅ

賞
しょう

、④これからの大野小学校のセンダ

ンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

について紹
しょう

介
かい

します。

大野小学校のセンダンの木と校舎
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１．大野小学校の歴
れき

史
し

　
　

　大野小学校は、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

役
やく

所
しょ

から歩いて約
やく

10分のところ、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

瓦
かわら

田
だ

３

丁目にあります。平
へい

成
せい

29年（2017）５月で創
そう

立
りつ

127年を迎
むか

える大
おお

野
の

城
じょう

市
し

内で最
もっと

も

古い小学校で、長い歴
れき

史
し

を持ちます。

　大野小学校のはじまりは、明
めい

治
じ

23年（1890）にさかのぼります。明
めい

治
じ

22年

（1889）、市
し

制
せい

・町
ちょう

村
そん

制
せい

により大野村が誕
たん

生
じょう

しました。このとき、筒
つつ

井
い

尋
じん

常
じょう

小学

校と大
おお

利
り

小学簡
かん

易
い

科を併
あわ

せて、瓦
かわら

田
だ

字
あざ

井
い

尻
じり

800番地に新校
こう

舎
しゃ

を建
けん

築
ちく

して「大野尋
じん

常
じょう

小学校」と名づけます。翌
よく

年
とし

の明
めい

治
じ

23年５月25日に開校式がおこなわれ、大

野小学校の歴
れき

史
し

が始まります。

　大
たい

正
しょう

２年（1913）には高等科を設
せっ

置
ち

して、校名が「大野尋
じん

常
じょう

高等小学校」に

変
か

わり、翌
よく

年
とし

の大
たい

正
しょう

３年には旌
せい

表
ひょう

旗
き

を受
じゅ

賞
しょう

しました。

　その後、昭
しょう

和
わ

16年（1941）の国
こく

民
みん

学校令
れい

により「大野国
こく

民
みん

学校」になり、厳
きび

しい戦
せん

時
じ

教育が始まりました。そして、太平洋戦
せん

争
そう

終
しゅう

戦
せん

後の昭
しょう

和
わ

22年（1947）

から施
し

行
こう

された学校教育法
ほう

により、現
げん

在
ざい

の６・３制
せい

の学校制
せい

度
ど

が定まり、校名も

「大野小学校」となって今に至
いた

ります。

明治23年（1890）大野尋常小学校開校式生徒代表祝辞
（『大野城市史下巻　近代・現代編』より転載）

03-p01-18.indd   2 2017/03/12   12:51:13



3

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

出典：百周年記念誌おおの（一部抜粋・改変）

大野小学校のあゆみ

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

筒井小学 吉松小学

大利小学

筒井小学校

筒井尋常小学校 大利小学簡易科

大野尋常小学校

第一大野尋常小学校

大野尋常小学校

大野尋常高等小学校

大野国民学校

大野小学校

大野北小学校

大野東小学校

大利小学校

下大利小学校

大野小学校のあゆみ

出典：百周年記念誌 おおの（一部抜粋・改変）

明治６年
  （1873）

明治 10 年
  （1877）

明治 13 年
  （1880）

明治 19 年
  （1886）

明治 23 年
  （1890）

明治 26 年
  （1893）

明治 43 年
  （1910）

大正２年
  （1913）

昭和 16 年
  （1941）

昭和 22 年
  （1947）

昭和 30 年
  （1955）

昭和 43 年
  （1968）

昭和 48 年
  （1973）

昭和 55 年
  （1980）

平成 29 年
  （2017）

03-p01-18.indd   3 2017/03/12   12:51:14



4

２．センダンの木

（1）センダンの木がやってきた
　大野小学校のシンボルであるセンダンの木は、樹

じゅ

木
もく

医の飯
いい

田
だ

稔
みのる

さんによると樹
じゅ

齢
れい

110～120年と考えられており、平
へい

成
せい

６年（1994）に大
おお

野
の

城
じょう

市
し

の天
てん

然
ねん

記
き

念
ねん

物
ぶつ

に

指定されています。

　大
たい

正
しょう

３年（1914）の旌
せい

表
ひょう

旗
き

受
じゅ

賞
しょう

を記
き

念
ねん

して、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

牛
うし

頸
くび

の山中から運ばれ

て、校庭に植えられました。植
しょく

樹
じゅ

当日は、牛
うし

頸
くび

尋
じん

常
じょう

小学校の子どもたちも参
さん

加
か

しての大
おお

掛
が

かりな事業だったようです。当時は、校庭と民
みん

家
か

の境
さかい

に植えられたそ

うですが、たび重なる校庭の拡
かく

張
ちょう

工事によって、現
げん

在
ざい

のようにほぼ中央に位
い

置
ち

するようになりました。

①なぜセンダンを植えた？

　旌
せい

表
ひょう

旗
き

受
じゅ

賞
しょう

の記
き

念
ねん

の植
しょく

樹
じゅ

にセンダンが

選
えら

ばれたのは、「栴
せん

檀
だん

は双
ふた

葉
ば

より芳
かんば

し」※の故
こ

事
じ

になぞらえ、大野小学校の子どもたちが

優
すぐ

れた素
そ

質
しつ

を子どものときから磨
みが

き、育っ

ていくこと、また、大きな心を持った人に

育つことを願
ねが

って植えられました。

※「栴
せん

檀
だん

は双
ふた

葉
ば

より芳
かんば

し」

立
りっ

派
ぱ

になる人は、幼
おさな

いころから優
すぐ

れている

ことのたとえ。

センダンの花（初夏）

センダンの実（秋）
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②センダンとは

　センダンは、センダン科の樹
じゅ

木
もく

で熱
ねっ

帯
たい

アジアに広く分
ぶん

布
ぷ

している落
らく

葉
よう

の高
こう

木
ぼく

で

す。日本では、九
きゅうしゅう

州地方や四
し

国
こく

地方でよく見かけます。初
しょ

夏
か

には、小さな 紫
むらさき

色の花が房
ふさ

状
じょう

に咲
さ

き、秋には、１cmほどの黄色い実を付
つ

けます。

　センダンは、古くは、楝
あふち

（現
げん

代
だい

表記では「おうち」）と呼
よ

ばれ、文学作品の中

にも登場し、古い時代から近
きん

畿
き

地方でも見られたようです。清
せい

少
しょう

納
な

言
ごん

の枕
まくら

草
のそう

子
し

（三十五）には、「木のさまにくげなれど、楝
あふち

の花、いとをかし。かれがれにさま

ことに咲
さ

きて、かならず五月五日にあふもをかし。」（訳
やく

：木の様子は感じがよく

ないけれど、楝
おうち

の花はたいへんおもしろい。乾
かわ

いたように一
いっ

風
ぷう

変
かわ

った咲
さ

き方をし

て、必
かなら

ず五月五日の節
せっ

供
く

に咲
さ

きあうのもおもしろい。）と書かれています。また、

万
まん

葉
よう

集
しゅう

（巻
かん

５－798）には、山
やまの

上
うえの

憶
おく

良
ら

が大
おお

伴
ともの

旅
たび

人
と

に送った「妹
いも

が見し　楝
あふち

の花

は　散
ち

りぬべし　我
わ

が泣
な

く涙
なみだ

　いまだ干
ひ

なくに」（訳
やく

：妻
つま

が見た楝
おうち

の花はもう

散
ち

ってしまいそうだ　私
わたし

の悲しみの涙
なみだ

はまだ乾
かわ

かないのに）の歌も詠
よ

まれています。

夏
冬
春
秋

春夏秋冬の大野小学校のセンダンの木（冬のセンダンの木の写真は大野小学校提供）
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大正初期の校舎全景（大野小学校提供）

大正末年頃の大野尋常高等小学校校舎配置回想図
（昭和４年度高等科卒業生　瀬利稔）

校
こうしゃ

舎配
はい

置
ち

図と写真で振
ふ

り返るセンダンの木の位
い

置
ち

（校
こうしゃ

舎配
はい

置
ち

図は『開校百
ひゃくしゅうねんきねんし

周年記念誌おおの』より転
てん

載
さい

）

03-p01-18.indd   6 2017/03/12   12:51:18



7

昭和15年頃の大野尋常高等小学校校舎配置回想図
（昭和17年度高等科卒業生　赤司岩雄）

昭和15年ごろの運動会風景
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昭和33年頃の大野小学校校舎配置回想図（昭和34年度卒業生　相川源晴）

昭和35年当時の校舎全景（大野小学校提供）
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平成２年の大野小学校校舎配置図

平成２年当時の校舎全景（大野小学校提供）
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（2）センダンの木が病気になった！

①病気になったセンダンの木

　大
たい

正
しょう

時代に植えられ

たセンダンの木ですが、

今から20年ほど前の平
へい

成
せい

７年（1995）ごろに枯
か

れ

かかったことがありまし

た。木の根元に土が盛
も

っ

てあったこと、根元に大

きな穴
あな

があいていたこと、

木が裂
さ

けないように枝
えだ

を

結
むす

んでいたワイヤーが木

に食い込
こ

んでいたことが

原
げん

因
いん

で、めっきり弱ってしまいました。

治療時の状況（飯田稔氏提供）

ワイヤーの食い込み（飯田稔氏提供） 根元の大きな穴（飯田稔氏提供）

①葉・茎・一面の
　ツノロウムシ

②既設ワイヤーの食い込み

枝の折損

③基幹部の空洞
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②センダンの木を守ろう！

　枯
か

れかけたセンダンの木を救
すく

おうと、大野小学校の P
ピー

T
ティー

A
エー

が治
ち

療
りょう

費
ひ

を集める

ためのバザーを平
へい

成
せい

８年（1996）２月18日に開
かい

催
さい

しました。バザーでは、家庭や

市内の協
きょう

賛
さん

会社から持ち寄
よ

った不
ふ

要
よう

品や、クッキーや漬
つけ

物
もの

などの手作り品の販
はん

売
ばい

、

野
や

菜
さい

やうどん、焼
や

きそば、ぜんざいといった食品の即
そく

売
ばい

などをしたそうです。ま

た、児
じ

童
どう

会も毎朝校門の前に立ち募
ぼ

金
きん

活動をおこないました。このような努
ど

力
りょく

が

あり市の予算と、バザーの売り上げ、募
ぼ

金
きん

活動で集まった寄
き

付
ふ

金を使って、セン

ダンの木の治
ち

療
りょう

がおこなわれることになりました。

バザーについての新聞記事　西日本新聞　平成８年（1996）２月19日朝刊
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③治
ち

療
りょう

開始

　治
ち

療
りょう

をされた樹
じゅ

木
もく

医の飯
いい

田
だ

さんは、盛
も

られた土

を取り除
のぞ

き、肥
ひ

料
りょう

などをまぜて土を良
よ

い状
じょう

態
たい

にし

ました。また、根元の穴
あな

をふさぎ、ワイヤーを木

に負
ふ

担
たん

がかからないようなやり方でかけなおしま

した。約
やく

１年にわたる治
ち

療
りょう

を終えたセンダンの木

は、元気な姿
すがた

を取り戻
もど

しました。

治療が終わった根元の穴
（飯田稔氏提供）

治療中のセンダンの木 土を良い状態にする作業（飯田稔氏提供）

根元の穴の治療（飯田稔氏提供） 活力剤を注入（飯田稔氏提供）

センダンの木の治
ち

療
りょう

の様子
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３．旌
せい

表
ひょう

旗
き

の受
じゅ

賞
しょう

（1）旌
せい

表
ひょう

旗
き

制
せい

度
ど

　福
ふく

岡
おか

県
けん

には就
しゅう

学
がく

率
りつ

・出
しゅっ

席
せき

率
りつ

を特
とく

に重
じゅう

視
し

してその成
せい

績
せき

によって表
ひょう

彰
しょう

する、

「旌
せい

表
ひょう

旗
き

制
せい

度
ど

」という独
どく

自
じ

の表
ひょう

彰
しょう

制
せい

度
ど

がありました。この審
しん

査
さ

の対
たい

象
しょう

は、

①就
しゅう

学
がく

率
りつ

と出
しゅっ

席
せき

率
りつ

、②施
し

設
せつ

・校具の

充
じゅう

実
じつ

、③適
てき

切
せつ

な学習指
し

導
どう

と子どもた

ちの学業成
せい

績
せき

の３点でした。明
めい

治
じ

34年

（1901）から昭
しょう

和
わ

20年（1945）までの

45年間にわたり、毎年３～５校、計

138校が選
えら

ばれました。なお旌
せい

表
ひょう

旗
き

と

賞
しょう

状
じょう

の両方が授
じゅ

与
よ

されたのは、大
たい

正
しょう

12年（1923）までの60校のみで、その後は賞
しょう

状
じょう

だけの表
ひょう

彰
しょう

になりました。

　表
ひょう

彰
しょう

を受けるための基
き

準
じゅん

を達
たっ

成
せい

することは、簡
かん

単
たん

なことではありません。就
しゅう

学
がく

率
りつ

・出
しゅっ

席
せき

率
りつ

や学業成
せい

績
せき

の向上は、長い年月にわたる子どもたち・先生の努
ど

力
りょく

はも

とより、父母のたゆまぬ協
きょう

力
りょく

と深い理
り

解
かい

から生まれるものでした。それだけ

に表
ひょう

彰
しょう

を受ける学校にとっては大
たい

変
へん

な

名
めい

誉
よ

であり、地
ち

域
いき

全体の誇
ほこ

りとして、

長くその栄
えい

誉
よ

がたたえられました。表
ひょう

彰
しょう

校
こう

は旌
せい

表
ひょう

旗
き

小学校（旌
せい

表
ひょう

小学校）

と呼
よ

ばれ、他校のお手本となり、また

憧
あこが

れの的
まと

でもありました。

旌表旗
（『開校百周年記念誌おおの』より転載）

旌表旗表彰状
（『開校百周年記念誌おおの』より転載）
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（2）大野尋
じん

常
じょう

高等小学校の旌
せい

表
ひょう

旗
き

の受
じゅ

賞
しょう

①旌
せい

表
ひょう

旗
き

獲
かく

得
とく

のために

　「旌
せい

表
ひょう

旗
き

を受
じゅ

賞
しょう

したい」

という思いはどの学校も同

じでした。しかし、明
めい

治
じ

末
まつ

年
ねん

ごろは、日
にち

露
ろ

戦
せん

争
そう

後の経
けい

済
ざい

恐
きょう

慌
こう

の深まりにより、

国も地方の財
ざい

政
せい

も厳
きび

しい状
じょう

況
きょう

にありました。

　そんな中でも、大野村で

は校地を広げ校
こう

舎
しゃ

を増
ぞう

築
ちく

し

て、増
ぞう

加
か

する子どもたちの

教育に支
し

障
しょう

のないように努
ど

力
りょく

を尽
つ

くしました。しかし、

設
せつ

備
び

備
び

品
ひん

面で準
じゅん

備
び

ができな

いこともあり、その場合は

村
そん

民
みん

たちの惜
お

しみない援
えん

助
じょ

がありました。こうした村

や村
そん

民
みん

の努
ど

力
りょく

もあり、大野

尋
じん

常
じょう

高等小学校は、大
たい

正
しょう

３年（1914）に旌
せい

表
ひょう

旗
き

表
ひょう

彰
しょう

の栄
えい

誉
よ

に輝
かがや

きました。

旌表旗受賞とその理由を伝える当時の新聞（一部抜粋）
福岡日日新聞　大正３年（1914）６月５日
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②授
じゅ

賞
しょう

式

　大
たい

正
しょう

３年（1914）６月４日授
じゅ

賞
しょう

式当日、筑
ちく

紫
し

郡
ぐん

長
ちょう

と大野村長に伴
ともな

われた古
こ

賀
が

恭
よし

祐
すけ

校長は羽
は

織
おり

袴
はかま

で式場に臨
のぞ

み、多数の顕
けん

官
かん

（地
ち

位
い

の高い官
かん

職
しょく

の

こと）や教育関
かん

係
けい

者
しゃ

が居
い

並
なら

ぶ前で県知事からうや

うやしく旌
せい

表
ひょう

旗
き

と賞
しょう

状
じょう

が授
じゅ

与
よ

されました。感
かん

激
げき

いっぱいの胸
むね

に旌
せい

表
ひょう

旗
き

を抱
いだ

いて人力車に乗り意
い

気
き

揚
よう

々
よう

と帰校すると、校庭には全校児
じ

童
どう

をはじめ、

学
がく

務
む

委員や村
そん

民
みん

一同が列をなして校長先生を迎
むか

え、

村を挙
あ

げて盛
せい

大
だい

な受
じゅ

賞
しょう

報
ほう

告
こく

会がおこなわれまし

た。

古
こ

賀
が

恭
よし

祐
すけ

先生について

　古
こ

賀
が

恭
よし

祐
すけ

先生は、大野村大
おお

字
あざ

筒
つつ

井
い

の出身であり、明
めい

治
じ

17年（1884）から明
めい

治
じ

22

年（1889）まで筒
つつ

井
い

小学校代用教員となり、さらに明
めい

治
じ

28年（1895）から大
たい

正
しょう

11

年（1922）まで第一大野尋
じん

常
じょう

小学校（現
げん

在
ざい

の大野小学校）の訓
くん

導
どう

（小学校の先

生のこと）、明
めい

治
じ

32年（1899）からは校長として、

前後通算32年間にわたり大野の教育に力を尽
つ

くし、

退
たい

職
しょく

後は地元大野村の行
ぎょう

政
せい

にも貢
こう

献
けん

しました。

校長在
ざい

任
にん

中は、校区の拡
かく

張
ちょう

、校
こう

舎
しゃ

の増
ぞう

築
ちく

、小学校

卒
そつ

業
ぎょう

後の補
ほ

習
しゅう

学校を設
もう

けるなどの様々な事業を

おこないました。

　写真の石
せき

碑
ひ

は、古
こ

賀
が

先生が退
たい

職
しょく

される際
さい

に建
た

て

られたもので元は大野小学校内にありましたが、

現
げん

在
ざい

は、大
おお

野
の

城
じょう

市
し

商工会館の前に移
うつ

され、大野

小学校を望
のぞ

みながら建
た

っています。石
せき

碑
ひ

には、

「先生資
し

性
せい

醇
じゅん

朴
ぼく

ニシテ情
じょう

熱
ねつ

ニ富
と

ミ、事ニ當
あた

ルヤ勇
ゆう

往
おう

邁
まい

進
しん

」とあり、素
す

直
なお

で、目
もく

標
ひょう

に向かってひたす

ら突
つ

き進む先生の性
せい

格
かく

が読み取れます。

第４代校長　古賀恭祐先生
（大野小学校提供）

古賀恭祐先生碑
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４．これからの大野小学校のセンダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

　大野尋
じん

常
じょう

高等小学校（現
げん

在
ざい

の大野小学校）が旌
せい

表
ひょう

旗
き

を受
じゅ

賞
しょう

して103年の時が

過
す

ぎました。

　旌
せい

表
ひょう

旗
き

の受
じゅ

賞
しょう

を記
き

念
ねん

して植
しょく

樹
じゅ

されたセンダンの木は、校庭の中央で元気に生

き続
つづ

けています。それは幹
みき

周
まわ

りにも現
あらわ

れており、樹
じゅ

木
もく

医の飯
いい

田
だ

さんによると、平
へい

成
せい

７年（1995）には2.6ｍだった幹
みき

周
まわ

りが、平
へい

成
せい

27年（2015）には3.5ｍに成
せい

長
ちょう

し

ていたそうです。

　大野小学校では、毎年５月25日

の創
そう

立
りつ

記
き

念
ねん

日
び

を祝
いわ

う「せんだんの

集い」をおこなっています。せん

だんの集いは、昭
しょう

和
わ

60年（1985）

に「せんだんまつり」の名で始ま

りました。そして、平
へい

成
せい

５年

（1993）に「せんだんの集い」に

改
あらた

められ現
げん

在
ざい

に至
いた

ります。

　授
じゅ

与
よ

された旌
せい

表
ひょう

旗
き

と賞
しょう

状
じょう

は、約
やく

100年もの間大切に保
ほ

管
かん

されています。現
げん

在
ざい

は、

額
がく

に納
おさ

められた状
じょう

態
たい

で校長室に飾
かざ

られており、当時の栄
えい

誉
よ

をたたえています。

　センダンの木と旌
せい

表
ひょう

旗
き

という２つの宝
たから

の根
こん

底
てい

には、子どもたちの成
せい

長
ちょう

を願
ねが

う

多くの方の思いがありました。この思いは、大野小学校の伝
でん

統
とう

となって、今
こん

日
にち

ま

で受け継
つ

がれています。また、センダンの木は大
おお

野
の

城
じょう

市
し

指定文
ぶん

化
か

財
ざい

であり、旌
せい

表
ひょう

旗
き

は指定文
ぶん

化
か

財
ざい

ではありませんが地
ち

域
いき

の大切な文
ぶん

化
か

財
ざい

です。これらの伝
でん

統
とう

、

そして文
ぶん

化
か

財
ざい

が、約
やく

１世
せい

紀
き

の間多くの人々の思いによって受け継
つ

がれてきたよう

に、これからは私
わたし

たちが次の世代につなげられるよう大切にしていきましょう。

せんだんの集いの様子（大野小学校提供）
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平成28年の校舎全景

第２棟校舎

第１棟校舎

第３棟校舎
プレハブ

玄関

タイムカプセル

タイム
カプセル

掲揚台

体育館

記念碑

太
鼓
橋

す
べ
り
台

う
ん
て
い

シ
ー
ソ
ー

登
り
棒 ジ

ャ
ン
グ
ル

ジ
ム

南
門

杉
内
ボ
ー
ド

低 鉄 棒

ぶ
ら
ん
こ

低
鉄
棒

倉庫

倉庫

倉庫

西門

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

の
ゴ
ー
ル

飼育
小屋

砂場

通
用
門

藤
棚

砂
場

い
ち
ょ
う

い
ち
ょ
う

く
す

希
望
の
像

せ
ん
だ
ん

現
げん

在
ざい

の校
こうしゃ

舎配
はい

置
ち

図と校
こう

舎
しゃ

全
ぜん

景
けい

写真

平成28年度大野小学校校舎配置図

03-p01-18.indd   17 2017/03/12   12:51:45



18

参
さん

考
こう

文
ぶん

献
けん

赤司岩雄（2004）『大野城市のいしぶみ』大野城市
井上義巳（1984）『福岡県の教育史』思文閣出版
大野小学校開校百周年記念事業実行委員会（1990）『開校百周年記念誌　おおの』
大野小学校開校百周年記念事業実行委員会

大野小学校創立百二十五周年記念事業実行委員会（2015）『大野城市立大野小学
校創立百二十五周年記念誌　大野』大野城市立大野小学校創立百二十五周年
記念実行委員会

大野城市教育委員会「大野城市歴史資料展示室　解説シート　天然記念物No.1　
センダンの木」

大野城市史編さん委員会（2004）『大野城市史　下巻　近代・現代編』大野城市
木下正俊、小島憲之、東野治之（1995）『新編日本古典文学全集７　萬葉集②』

小学館
九州日報「旌表旗授與式」1914年６月５日
九州日報「普通敎育奬勵　福岡縣の表彰」1914年４月２日
黒沢弘光（2001）『21世紀によむ日本の古典５　枕草子』ポプラ社
永井和子、松尾聰（1997）『新編日本古典文学全集18　枕草子』小学館
西日本新聞「“治療費„ ねん出にバザー」1996年２月19日朝刊
西日本新聞「センダンに元気戻る」1996年12月26日朝刊
根元浩（2010）『ジュニアのための万葉集三巻　平城の京　―山部赤人・山上憶
良・大伴旅人　他―』汐文社

平田善積（2001）「三、教育の拡充―旌表旗獲得に賭ける小学校」『目で見る　筑
紫・太宰府の100年』郷土出版社

福岡県教育委員会（1957）『福岡県教育史』福岡県教育委員会
福岡県教育百年史編さん委員会（1980）『福岡県教育百年史　第五巻　通史編
（Ⅰ）』福岡県教育委員会

福岡県教育百年史編さん委員会（1980）『福岡県教育百年史　第七巻　年表・統
計編』福岡県教育委員会

福岡日日新聞「旌表旗授與式」1914年６月５日
福岡日日新聞「表彰と旌表旗授與」1914年４月２日

03-p01-18.indd   18 2017/03/12   12:51:45






	表紙_Part1 表紙
	表紙_Part2 白いページ
	本文
	01-zyo-01
	02-mokuzi-01
	03-p01-18-01

	表紙_Part2 奥付
	表紙_Part1 裏表紙

