
下野市らいさま 第15号４

移りかわる暮らしと地域資源

下野市らいさま 第15号３

条例13条
つな
がっテルね！ （市民の責務）

第13条　市民は、次に掲げる責務を有するものとする。
⑶　自らがまちづくりの主体であることを自覚し、実践すること。 条例10条

つな
がっテルね！ （協働）

第10条　市民、議会及び市は、まちづくりを推進するために、それぞれの立場を理解し、目
的を共有し、相互に依存することなく力を合わせて、その実現に努めるものとする。

　薬師寺小学校区はどのようなところでしょうか？そして薬師寺小学校閉校に伴い地域コミュニティに
変化はあるのでしょうか？薬師寺八幡宮の小島さんや竹の子クラブ、薬師寺にお住いの舘野さん、その
他にも地域に関わる方々にお話を伺いました。

　古くから地元の人々に親しまれる薬師寺八幡宮のある場所は、もともと雷電神社のもので
あったと言われています。あるとき神様がやってきて八幡宮のために藁一束分だけ敷地をく
れというので承諾したところ、藁を一本一本繋いで広い敷地を囲われてしまったので、雷電神
社はほとんどの土地をあげる羽目になったそうです。

　舘野さんが子供の頃は、薬師寺八幡宮の長い参道に桜の木がたくさん並んでいて、とても
きれいな光景が広がっていました。昭和初期までは駆ける馬の上で矢を射る流鏑馬（やぶさ
め）がこの参道で行われていましたが、馬の確保などが難しくなり取りやめになりました。

薬師寺地区は地域資源がいっぱい

薬師寺八幡宮について伺いました

　日本三戒壇の一つ、下野薬師寺は病気平癒
のために建てられた寺院で、僧侶が学問に励
んだ場所なんだって。薬師寺小学校区には自
治医科大学附属病院があるから、この地は今
も病気平癒と学問に励む場所ってことだよね！

　他にもいろいろな人
が薬師寺小学校区の
ことを教えてくれたん
だよ！

雷電
神社

薬師寺
八幡宮

２

条例６条
つな
がっテルね！ （情報提供）

第６条　議会及び市は、その保有する情報について市民との共有財産であるとの認識に
立ち､積極的に、かつ、分かりやすく市民への情報提供に努めるものとする。

下野市らいさま 第15号

下毛野朝臣古麻呂
（しもつけのあそんこまろ）

（大宝律令の選定に携わっ
た下野市ゆかりの人物）

※義務教育学校・・・小学校から中学校までの9年間の教育課程
を一貫して行う学校。南河内小中学校の児
童・生徒数は小学生が５２１名、中学生が２
５１名です。（令和４年５月１日現在）

　昭和30年（1955年）の二村合併（旧薬師寺村と旧吉田村が
合併し南河内村が誕生）を経て、南河内中学校は、薬師寺中学
校と吉田中学校の統合により昭和 36（1961年）年に現在の
南河内小中学校の敷地に創立されました。
　それ以前の薬師寺中学校の建物は薬師寺小学校に付設さ
れていました。現在の南河内小中学校と同じように同一敷地内
に小学校と中学校があり、一部の教室は共用されていました。
　平成6年（1994年）には、人口の増加により南河内中学校区
が分かれ、南河内町立第二中学校が開校しました。

　前号に引き続き、第１５号では義務教育学校※として令和４年４月に南
河内小中学校を開校することに伴う学校区の変化に着目し、令和４年３
月に閉校を迎えた薬師寺小学校区について調べることにしました。

進化する学校区コミュニティ
こまろ

べにまる

薬師寺小学校校章のデザ
インは戦後、児童からの
公募により決まりました。

薬師寺八幡宮

宮司　小島教敬さん

薬師寺小学校の校章ってまわりに
９本の矢羽根がついてるんだよ。
やくしじだから矢が９本なんだって！

薬師寺小学校沿革
明治  ６年（1873 年） 教育学舎として創立
　　　　〃 仁良川学舎創立（らいさま 9 号
 でも紹介しています）
昭和２２年（1947 年） 薬師寺小学校と改称
昭和３０年（1955 年） 南河内村立薬師寺小学校と改称
昭和３９年（1964 年） 仁良川学舎廃止、本校への統合
昭和４６年（1971 年） 南河内町立薬師寺小学校に改称
平成１８年（2006 年） 下野市立薬師寺小学校に改称
令和 ４年（2022 年） 義務教育学校への統合
 （薬師寺小学校、吉田西小学校、
 吉田東小学校、南河内中学校）に
 より閉校

竹の子クラブ

指導者　宮崎真人さん
下野市生涯学習情報センター

社会教育指導員　舘野弥生さん

　自動車を所有している家庭がまだ少ない昭和４０年代頃までは、薬師寺小学校の教員は薬師寺地
区に住んでいる方が多く、自転車通勤したり、中には石橋からバスで通っている方もいました。先生と
生徒が同じ地区で生活しており、日常的に顔を合わせていたため、その関係性は濃く、当時の学校は
地域コミュニティそのものだったと言えるかもしれません。

　自治医大駅（昭和５８年（1983年）開業）ができる以前は、薬師寺地区の公共交通機関はバスが主でした。薬
師寺からバスが出ていたため買い物や通学など石橋が生活圏になっている人も多く、そこから電車に乗り換え
て宇都宮市へ出かけることができました。また、仁良川でバスを乗り換えて小金井や小山に行くこともできまし
たが、日常の買い物は薬師寺の中心を通る県道結城石橋線沿いに並ぶ商店が担っていました。

　薬師寺小学校区の市民が集まる行事といえば、天王様と呼ばれる八坂神社の祇園祭です。７月の
開催期間中はお仮屋という建物に神輿を飾り、地域の人たちが参拝します。薬師寺地区をお囃子と
一緒に神輿が練り歩き、地域が最もにぎわい、多くの人が一緒に顔を合わせる機会でもあります。
昔は、お祭りのときに民家の縁側で炭酸まんじゅうが振舞われることもあり、子どもたちの楽しみで
した。

　下野市の特産品と言えばかんぴょうです。薬師寺
小学校区でも昔は庭先でかんぴょうが干されてい
る光景が夏の風物詩であったそうです。最近はハウ
スの中に干すことが多く、住宅の塀も高くなったの
で、以前ほど目にすることはなくなりました。今でも

薬師寺地区ではた
くさんのかんぴょう
畑を見ることができ
ます。

　薬師寺小学校区は、グリーンタウン地区の整備により人口が大きく増え、昭
和６３年（1988 年）に祇園小学校区に分かれ、そこからさらに平成７年（1995
年）に緑小学校区に分かれました。最近は仁良川地区の整備により、南河内小
中学校でも同地区の小学生が増え、生徒の半分ほどが仁良川地区から通学し
ているというクラスもあるそうです。

　薬師寺小学校の歴史は
なんと１４９年も続いて
いたんだよ！

　第二中学校区も
元々は薬師寺地区
だったんだね。

八幡神はお寺の
守り神として一
緒に祀られ、全
国の国分寺建立
と併せて最初に
広まりました。

薬師寺八幡宮へ向かう参道入口
学校再編により南河内小中学校が開校し、薬師寺小学校区に新しい時代の夜明けが訪れました。

”薬師寺地区の中学校の変遷”

● 旧薬師寺小学校
● 南河内小中学校
　  （旧南河内中学校）

● 旧仁良川学舎

　祇園小学校ができる前の薬師寺小学校区はとっ
ても広い学校区だったので、家から学校まで遠い
生徒は歩いて通学するのが大変だったそうだよ。

薬師寺小学校の木造校舎


