
∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
♯ ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ ‰

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥

学校は地
ち

域
いき

と共に歩んでいます。宮城県内の小中学校の様子、自
じ

慢
まん

できることを、児童・生徒が紹
しょう

介
かい

します。
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学校名 角田市立金
かな

津
づ

中学校

所在地 角田市尾山荒町125の１

創 立 1947年

電 話 0224631143

校 長 佐藤 勇寿

生 徒 人

地域の誇り 金津七夕

金津では８月上
じょう

旬
じゅん

に『金津七
たな

夕
ばた

』

が開
かい

催
さい

されます。およそ380年の歴史

を持つこの行事は国の選
せん

択
たく

無形民
みん

俗
ぞく

文
ぶん

化
か

財
ざい

と県の無形民俗文化財になってい

ます。豊
ほう

作
さく

や邪
じゃ

気
き

払
ばら

いなどの願いを込
こ

め、吹
ふ

き流しを街に飾
かざ

り、鼓
こ

笛
てき

隊や竿
かん

燈
とう

行列が地域内を練り歩きます。

地域の小中学生が中心になり準
じゅん

備
び

・運
うん

営
えい

を行っていましたが、少子化で

年々大変に。昨年はコロナ禍
か

で初めて

中止となりました。厳
きび

しい現
げん

状
じょう

は続

きますが、地域の誇
ほこ

りである祭りが

再
ふたた

び開催できることを願っています
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「
よ
も
ぎ
採
り
」
な
ど
の
伝
統
行
事
が
あ
り
、
み
ん
な
が
楽
し
く

学
ん
で
き
た
金
津
中
は
来
年
３
月
に
閉
校
と
な
り
ま
す

編集委員 北沢諒子、佐藤征哉、大森響太郎（３年）

指導教員 菅原幸二

金
津
中
学
校
で
は
豊ゆ

た

か
な

自
然
を
生
か
し
、
「
よ
も
ぎ

採と

り
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
。
全
校
生
徒

が
地
域
に
自
生
す
る
ヨ
モ
ギ

を
半
日
か
け
て
集
め
、
採さ

い

取し
ゅ

し
た
量
を
チ
ー
ム
で
競き

そ

う
と

と
も
に
、
個こ

人じ
ん

ご
と
に
集
め

た
量
に
応お
う

じ
て

称
し
ょ
う

号ご
う

が
与あ

た

え
ら
れ
ま
す
。
今こ

年と
し

は
５
月

日
に
あ
り
、
全
校
で
２
２

８
㌔
を
集
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

大お
お

袋
ぶ
く
ろ

一
つ
い
っ
ぱ
い
に

し
て
も
２
㌔
ほ
ど
に
し
か
な

り
ま
せ
ん
。
３
㌔
を
集
め
た

個
人
に
与
え
ら
れ
る
『
よ
も

ぎ
初し

ょ

段だ
ん

』
を
得え

る
に
も
一
苦

労
で
す
。
今
年
の
最
高
記
録

者
は
休
日
か
ら

収
し
ゅ
う

穫か
く

し
て

累る
い

計け
い

・
３
㌔
も
集
め
、
最

上
位
の
称
号
『
よ
も
ぎ
神
』

に
認に

ん

定て
い

さ
れ
ま
し
た
。

金
津
中
は
よ
も
ぎ
採
り
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
伝で

ん

統と
う

を
つ
な

い
で
き
ま
し
た
が
、
本
年
度

末
に
閉へ

い

校こ
う

す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
昨
年
か
ら
閉
校
記き

念ね
ん

誌し

制せ
い

作さ
く

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

実じ
っ

施し

し
、
本
校
の
歴れ

き

史し

を
ま

と
め
て
い
ま
す
。

学
校
と
ど
こ
か
で
縁え

ん

を
持

っ
た
皆み

な

さ
ん
や
、
記
念
誌
、

そ
し
て
こ
の
記
事
を
見
て
い

た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
「
金
津

中
学
校
」
が
あ
っ
た
こ
と
を

記き

憶お
く

に
残
し
て
い
た
だ
け
た

ら
幸
い
で
す
。

次回は
多賀城小（多賀城市）
築館中（栗原市）
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花と笑顔でいっぱいに

学校名 仙台市立岡
おか

田
だ

小学校

所在地 仙台市宮城野区岡田北在家

創 立 1873年

電 話 0222581083

校 長 熊谷 敬子

児 童 175人

皆さんはハマヒルガオをご存
ぞん

じです

か？ 東日本大震災の大津
つ

波
なみ

にも負け

ずに咲
さ

き続けた花です。岡田小では、

その種から苗を育てて浜
はま

辺
べ

に植えるこ

とで、花咲く浜辺を取り戻
もど

す活動を５

年前から続けています。

この花は震災からの復
ふっ

興
こう

を目指す地

域に、勇気や希望を与
あた

えてくれるもの

だと思います。浜辺の花を増
ふ

やして多

くの人に見ていただくことで、地域を

花と笑
え

顔
がお

でいっぱいにできるよう、こ

れからも岡田小の誇
ほこ

りとして、この活

動に取り組んでいきます。
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岡
田
小
学
校
は
田
ん
ぼ
や

畑
に
囲か
こ

ま
れ
た
自
然
豊ゆ
た

か
な

地
域
に
あ
り
ま
す
。
５
年
生

は
毎
年
、
校
地
内
に
あ
る
１

５
０
平
方
㍍
の
水
田
で
米
作

り
を
し
て
い
ま
す
。

私
わ
た
し

た
ち
は
こ
の
米
を

「
岡
田
米
」
と
呼よ

び
、
地
元

の
鈴す
ず

木き

有
機
農
園
の
鈴
木
英ひ
で

俊と
し

さ
ん
に
指し

導ど
う

し
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
化
学
肥ひ

料
り
ょ
う

を

使
わ
な
い
有
機
栽さ

い

培ば
い

に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

今こ

年と
し

育
て
て
い
る
品
種
は

「
サ
サ
ニ
シ
キ
」
。
５
月

日
に
代し

ろ

か
き
を
、

日
に
田

植
え
を
し
ま
し
た
。
自
分
た

ち
の
足
で
土
を
や
わ
ら
か
く

し
、手
で
苗な

え

を
植
え
ま
し
た
。

稲い
ね

の
分
け
つ
や
病
気
の
有う

無む

な
ど
を
細
か
く
観
察
し
な
が

ら
、
９
月
下げ

旬
じ
ゅ
ん

の
稲い

ね

刈か

り

ま
で
大
切
に
育
て
ま
す
。

収
し
ゅ
う

穫か
く

し
た
岡
田
米
は
全

校
児
童
に
分
け
、
お
に
ぎ
り

や
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
な
ど
に
し

て
皆み
な

で
お
い
し
く
い
た
だ
き

ま
す
。
東
日
本
大
震
災
以い

降こ
う

に
交
流
を
続
け
て
い
る
京
都

府
ま
い

鶴づ
る

市
立
岡
田
小
学
校
に

も
毎
年
送
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
目
標
は
過か

去こ

最

高
だ
っ
た
昨
年
度
の
収
穫
量

・
９
㌔
を
上
回
る
こ
と
。

有
機
栽
培
で
身
体
と
環か

ん

境
き
ょ
う

に
優や

さ

し
い
米
作
り
を
行
い
、

全
員
で
最
高
の
「
岡
田
米
」

を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

編集委員 奥村栞梨、西條優李、佐藤愛華、佐藤悠眞、道官花姫、藤島にこ、

中沢康隆、浅野透利（６年）秋元渚、阿部柚月、佐藤琉生、高辻優愛（５年）

指導教員 中広航太、高野祐一

校
地
内
に
あ
る
田
ん
ぼ
で
す
。
た
い
肥
を
ま
く
作
業
か
ら

自
分
た
ち
で
行
っ
て
い
ま
す

サモサ

管理栄養士
奈良 理香子 主

な
材
料個こ

分

・春巻きの皮５枚
まい

・ジャガイモ180㌘

・豚
ぶた

ひき肉150㌘・玉ネギ½個・ピーマン２個

・カレー粉小さじ½・塩、こしょう少々

・Ａ（小麦粉、水各大さじ１）・油適
てき

宜
ぎ

①玉ネギとピーマンはみじん切り

にし、ひき肉、カレー粉と炒
いた

め

る。乱
らん

切
ぎ

りにしたジャガイモを

600㍗のレンジで５分加熱して

加え、調味料を入れ、つぶしな

がら混
ま

ぜる。

②春巻きの皮を３等分に切る。端
はし

から三角形に２回折ってできた

ポケットに❶を詰
つ

めて巻き包

み、巻き終わりを溶
と

いたＡでと

める。油を１㌢強入れ、色がつ

くまで揚げ焼きにする。

① ②

サモサはインドの軽食で、

屋台などで売られています。

ジャガイモ、玉ネギ、豆類や

ひき肉をつぶしてターメリッ

クやクミンなどの香
こう

辛
しん

料
りょう

で

味付けしたものを、小麦粉
こ

で

作った皮で三角形に包んで揚
あ

げた料理です。春巻
ま

きやワン

タンの皮を使うと手軽に作れ

るので、おやつにもおすすめ。

トースターやオーブンでも焼

けます。

東京湾
わん

の埋
う

め立て地の間にある水路

を活用した競技場で、東京都が東京オ

リンピック（五輪）・パラリンピック

のために新たにつくった施
し

設
せつ

の一つで

す 長さ約2300㍍、幅
はば

約200㍍で、2000

席の観客席があり、アジアで一番の水

上競技場を目指しています。

大会では、仮
か

設
せつ

席や立ち見席もつく

り、最大で１万6000人が入れます。強

風で波が高くなるのを防
ふせ

ぐため、コー

スの両サイドに波の影
えい

響
きょう

をやわらげ

る装
そう

置
ち

を設
もう

けました。

五輪とパラリンピックでは、それぞ

れボートとカヌーの会場となります。

種目によって、乗る人数や、こぎ方、

こぐ道具などにちがいがあります。

イ
ラ
ス
ト
・
黒
澤

達
矢
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