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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 七ケ宿町立七
しち

ケ
か

宿
しゅく

中学校

所在地 七ケ宿町瀬見原１

創 立 1997年

電 話 0224372360

校 長 山下 正人

生 徒 人

ユニーク体験型掲示板

学校の保
ほ

健
けん

室前にある掲
けい

示
じ

板はユニ

ークです。養
よう

護
ご

の先生が新型コロナの

感
かん

染
せん

防
ぼう

止
し

策
さく

や熱中症
しょう

予
よ

防
ぼう

など、オリ

ジナルの掲示物を作ってくれます。ク

イズやおみくじ形式だったり、一部を

動かせるようになったりしています。

「体験型の掲示板で、実生活に生か

せる情
じょう

報
ほう

を提
てい

供
きょう

したい」という先生

の思いが込
こ

められています。いつも完

成度が高く、来校してくださる地域の

方々も楽しみにしています。自分や大

切な仲間の健康を守るため、掲示板で

学んだことを実
じっ

践
せん

していきます。

次回は
川平小（仙台市）
栗原西中（栗原市）
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伝統芸能火伏せの虎窑

学校名 加美町立中
なか

新
にい

田
だ

小学校

所在地 加美町西田四番７の１

創 立 1873年

電 話 0229632038

校 長 石塚 靖明

児 童 414人

中新田地区には毎年春の「初
はつ

午
うま

まつ

り」で披
ひ

露
ろう

される「火
ひ

伏
ぶ

せの虎
とら

窑
まい

」と

いう伝
でん

統
とう

芸
げい

能
のう

があります。奥
おう

羽
う

山脈か

ら吹
ふ

く強風で火事が多かったことか

ら、風をしずめるため650年以上前に

始まったそうです。虎窑保
ほ

存
ぞん

会を中心

に小中学生に受け継
つ

がれています。

「初午まつり では 華
はな

やかな山
だ

車
し

と

ともに練り歩いて防
ぼう

災
さい

と家内安全を祈
き

願
がん

します。おはやしに合わせてダイナ

ミックに踊
おど

る姿
すがた

が魅
み

力
りょく

的です。これ

からも多くの人に虎窑を見てもらい、

中新田の伝統芸能を広めていきます。
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編集委員 佐藤希歩（２年）日野千隼（１年）

指導教員 渡部亮太、五嶋理

2019年８月下旬の「わらじで歩こう七ケ宿」の様子

七
ケ
宿
町
は
古
く
か
ら
の

街か
い

道ど
う

の
町
で

わ
ら
じ
で
歩

こ
う
七
ケ
宿
」
が
夏
に
行
わ

れ
ま
す
。
七
ケ
宿
ス
キ
ー
場

か
ら
町
役
場
ま
で
、

旧
き
ゅ
う

街

道
沿ぞ

い
に
約

㌔
を
歩
き
な

が
ら
、
歴れ

き

史し

あ
る
雰ふ

ん

囲い

気き

や

自
然
を
楽
し
む

年
近
く
続

く
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
毎
年
全

国
か
ら
約
５
０
０
人
が
集
ま

り
、
旅た

び

装
し
ょ
う

束ぞ
く

や
わ
ら
じ
姿

す
が
た

で
参
加
す
る
人
も
い
ま
す
。

私
わ
た
し

た
ち
七
ケ
宿
中
学
校

の
生
徒
も
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
、
参
加
し
た
方
々
を
お
も

て
な
し
し
ま
す
。
先せ

ん

導ど
う

係
は

町
の
観
光
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ゆ
り
太た

郎ろ
う

の
姿
で
一い
っ

緒し
ょ

に

歩
い
て
、
町
の
案
内
や
Ｐ
Ｒ

を
し
た
り
、
わ
ら
じ
を
履は

く

の
を
手
伝
っ
た
り
し
ま
す
。

茶
屋
係
は
冷
た
い
お
茶
や

漬つ
け

物も
の

を
ふ
る
ま
い
ま
す
。「
関

所
」
で
は
昔
の
町

娘
む
す
め

や
お

姫ひ
め

様さ
ま

の
衣い

装
し
ょ
う

を
着
て
、
お

迎む
か

え
を
す
る
人
も
い
ま
す
。

一
緒
に
活
動
す
る
人
か
ら

地
域
の
話
を
聞
い
た
り
、
道

沿
い
の
家
の
人
た
ち
か
ら
応お

う

援え
ん

し
て
も
ら
っ
た
り
と
、
町

の
温
か
さ
を
感
じ
ら
れ
る
イ

ベ
ン
ト
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影え

い

響
き
ょ
う

で
、

今こ

年と
し

も
昨
年
に
続
き
中
止
に

な
り
ま
し
た
。
来
年
こ
そ
皆み

な

さ
ん
を
お
迎
え
で
き
た
ら
、

今
年
の
分
ま
で
楽
し
い
行
事

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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編集委員 氏家美音、先崎璃空、早坂月光、青砥柚、佐々木七音、

清宮ひかる子（６年） 指導教員 鈴木達也、鹿野有沙

中
新
田
小
学
校
で
は
「
み

ん
な
元
気
で
笑え

顔が
お

が
い
っ
ぱ

い
の
中な

か

小
し
ょ
う

」
を
目
指
し
、

「
誰だ

れ

か
の
た
め
に
」
を
合あ

い

言こ
と

葉ば

に
６
年
生
が
校
内
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
中
で
も
自
慢
の
三
つ
を

紹
介
し
ま
す
。

一
つ
目
は
あ
い
さ
つ
運
動

で
す
。
担た
ん

当と
う

の
人
は
朝
早
く

登
校
し
、
目
を
見
て
元
気
よ

く
あ
い
さ
つ
を
し
ま
す
。
毎

日
続
け
る
こ
と
で
、
あ
い
さ

つ
が
増ふ

え
、
元
気
な
声
に
な

り
う
れ
し
い
で
す
。

二
つ
目
は
そ
う
じ
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
。
窓ま

ど

ふ
き
や
体
育
倉

庫
の
整
と
ん
、
校
庭
の
側そ

っ

溝こ
う

そ
う
じ
や
除じ
ょ

草そ
う

作
業
な
ど
、

き
れ
い
に
し
た
い
場
所
を
休

み
時
間
に
そ
う
じ
し
ま
す
。

お
か
げ
で
学
校
の
い
ろ
い
ろ

な
場
所
が
、
き
れ
い
に
使
い

や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
は
低
学
年
へ
の
読

み
聞
か
せ
で
す
。

興
き
ょ
う

味み

を

持
ち
そ
う
な
本
を
選
び
、
練

習
し
て
か
ら
朝
読
書
の
時
間

に
教
室
に
向
か
い
ま
す
。「
今

度
行
く
か
ら
ね
」
と
伝
え
る

と「
や
っ
た
ー
！
」「
い
つ
、

い
つ
？
」
と
言
っ
て
も
ら
え

て
温
か
い
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。こ

れ
か
ら
も
笑
顔
あ
ふ
れ

る
中
小
に
す
る
た
め
、
「
誰

か
の
た
め
に
」
を
合
言
葉
に

頑が
ん

張ば

り
ま
す
。

「
誰
か
の
た
め
に
」
を
合
言
葉
に
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
続
け
て
い
ま
す

白玉の月見だんご

管理栄養士
奈良 理香子

・黄団子（カボチャ正味 ㌘、白
しら

玉
たま

粉
こ

㌘、豆
とう

乳
にゅう

大さじ３～５）

・白団子（白玉粉 ㌘、砂
さ

糖
とう

小さじ２、豆乳大さじ

４～６）

・ゆであずき１缶
かん

主
な
材
料

各

個こ

十五夜のお月見にはススキ

と月見団
だん

子
ご

を供
そな

えます。スス

キは切り口が鋭
するど

いので災
わざわ

い

を遠ざけるといわれ、秋の

収
しゅう

穫
かく

を感
かん

謝
しゃ

する気持ちも込
こ

められています。月見団子は

中国の月
げっ

餅
ぺい

をまねて作られま

した。満月のように丸い形で、

十五にちなんで１寸
すん

５分
ぶ

（約

45㌢）の大きさの丸い団子

を作ると縁
えん

起
ぎ

が良いとされて

いました。

①カボチャはワタと皮を除
のぞ

き２㌢

角に切り、ラップをして電子レ

ンジで３分加熱。ボウルにカボ

チャと白玉粉を入れて混
ま

ぜ、豆

乳を加えながら耳たぶくらいの

硬
かた

さにこね、黄団子の生
き

地
じ

を作

る。

②同様に、白団子の生地を作る。

手につかずなめらかになった

ら、白黄それぞれ棒
ぼう

状
じょう

にして

等分して丸める。沸
ふっ

騰
とう

した湯

に入れ、浮
う

き上がったら冷水に

とる。あずきを添
そ

えて盛
も

りつけ

る。

① ②

イラスト・黒澤 達矢

約5900年前から4200年前のこ

ろに、縄
じょう

文
もん

時代の人たちがく

らしていた大きな集落の跡
あと

で

す。青森市にあります。地面に

穴
あな

を掘
ほ

り、柱を立てて造
つく

った大
おお

型
がた

の建
たて

物
もの

跡や竪
たて

穴
あな

住
じゅう

居
きょ

跡、そ

れに縄文土器、土
ど

偶
ぐう

などが見つ

かっています。

三内丸山をふくめ、北海道、

青森、岩手、秋田にある縄文時

代の の遺跡が、７月に国連教

育科学文化機関（ユネスコ）の

世界文化遺産に登録されまし

た。
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