
地
域
の
人
々
の

想
い
に
触
れ
、自
分
に

で
き
る
こ
と
を
考
え
る

村
が
総
出
で
力
を
込
め
て
祝
っ

た
か
つ
て
の
日
本
の
祭
り
。
都
市

化
や
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
こ
う

し
た
日
本
の
原
風
景
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
中
、
北
島
北
小
学
校
が
掲

げ
る
の
は
、「
地
域
の
伝
統
文
化

を
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
心

を
育
て
、
誇
り
を
も
っ
て
た
く
ま

し
く
生
き
る
子
ど
も
の
育
成
」だ
。

こ
の
日
、
２
年
生
の
ク
ラ
ス
で

は
、「
よ
う
こ
そ
『
き
た
き
た
ま

つ
り
へ
』
～
天
ま
ん
神
社
秋
ま
つ

り
か
ら
学
ぼ
う
」
を
学
習
の
め
あ

て
に
、
生
活
科
の
授
業
が
行
わ
れ

て
い
た
。「
き
た
き
た
ま
つ
り
」
と

は
、
北
島
北
小
学
校
の
北
側
に
隣

接
す
る
、
北
村
天
満
神
社
の
奉
納

獅
子
舞
を
２
年
生
が
学
校
で
再
現

し
て
、
１
年
生
に
祭
り
の
よ
さ
や

楽
し
さ
を
伝
え
る
イ
ベ
ン
ト
。
子

ど
も
た
ち
が
、「
祭
り
に
込
め
ら

れ
た
想
い
や
願
い
に
気
づ
き
、
進

ん
で
地
域
の
よ
さ
を
自
分
た
ち
の

生
活
に
取
り
入
れ
、
生
か
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を

ね
ら
い
と
す
る
取
り
組
み
だ
。

北
島
北
小
学
校
で
は
２
年
生

は
、
２
学
期
に
な
る
と
す
ぐ
に
祭

り
に
つ
い
て
学
び
、
そ
の
後
、
北

村
獅
子
舞
保
存
会
の
協
力
を
得

て
、
本
物
の
獅
子
舞
や
太
鼓
の
体

験
学
習
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の
経

験
を
も
と
に
、
自
分
た
ち
の
「
き

た
き
た
ま
つ
り
」
の
準
備
に
取
り

か
か
る
。「
獅
子
舞
」「
御
神
輿
」

「
ダ
ン
ス
」「
紙
し
ば
い
」「
飾
り
つ

け
」
な
ど
の
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て

準
備
を
進
め
、
地
域
の
方
の
祭
り

へ
の
想
い
が
１
年
生
に
伝
わ
る
よ

う
に
、
趣
向
を
凝
ら
し
て
取
り
組

む
姿
が
印
象
的
だ
。

「
獅
子
舞
の
獅
子
は
、
ラ
イ
オ
ン

な
ん
だ
よ
」

「
御
神
輿
の
中
に
は
、
神
様
が
い

る
っ
て
保
存
会
の
人
が
言
っ
て
い

た
か
ら
、
僕
た
ち
の
御
神
輿
に
も

神
様
を
置
こ
う
よ
」

子
ど
も
た
ち
の
熱
の
こ
も
っ
た

活
動
の
様
子
に
、
教
室
は
さ
な
が

ら
祭
り
本
番
の
よ
う
な
活
気
に
あ

ふ
れ
る
。

北
島
北
小
学
校
で
は
、
長
年
に

わ
た
り
徳
島
県
の
伝
統
工
芸
品
で

あ
る
大
谷
焼
の
見
学
を
は
じ
め
、

全
校
児
童
が
「
阿
波
お
ど
り
グ

ル
ー
プ
虹
」
の
四
宮
賀
代
氏
に
よ

る
指
導
を
受
け
る
な
ど
、
郷
土
の

伝
統
文
化
に
親
し
む
素
地
を
培
っ

徳
島
県
教
育
委
員
会
　
美
馬 

持
仁 

教
育
長

て
き
た
。
こ
う
し
た
学
び
を
礎
に
、

平
成
28
年
度
か
ら
は
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
基
づ
く
、
伝
統
文
化
教
育
研

究
を
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

２
年
生
が
取
り
組
む
「
き
た
き
た

ま
つ
り
」も
、
こ
の
研
究
の
一
環
と

し
て
の
取
り
組
み
に
あ
た
る
。

藤
島
校
長
は
「
地
域
の
人
の
願

い
や
想
い
に
触
れ
る
こ
と
で
、
伝

統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
意
味
や
自

分
は
何
が
で
き
る
の
か
、
ど
う
生

き
て
い
く
べ
き
か
を
、
子
ど
も
た

ち
自
身
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
一

つ
の
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
う
し
た
活
動
を
支
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
地
域
の

方
々
な
ん
で
す
」と
語
る
。

子
ど
も
た
ち
に

必
要
な
の
は「
仲
間
と

重
ね
る
地
域
で
の
学
び
」

子
ど
も
た
ち
へ
の
文
化
継
承
に

尽
力
す
る
、
北
村
獅
子
舞
保
存
会

会
長
の
福
家
喜
征
氏
は
、「
２
０
０

年
以
上
前
に
、
こ
こ
で
初
め
て

獅
子
舞
を
始
め
た
人
た
ち
の
想
い

を
、
世
代
交
代
を
繰
り
返
し
な
が

ら
つ
な
い
で
い
く
こ
と
―
―
私
は

『
続
け
る
』
と
い
う
こ
と
に
、
大

き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
」
と
、
伝
統
文
化
を
継
承
す
る

意
義
を
端
的
に
示
す
。

か
つ
て
は
祖
父
が
拍
子

木
を
打
ち
、
父
が
獅
子
を

舞
い
、
子
が
太
鼓
を
た
た

く
と
い
う
世
代
の
循
環
が

自
然
に
行
わ
れ
て
き
た
北

村
天
満
神
社
の
奉
納
獅
子

舞
。
時
代
の
変
化
に
伴

い
、
次
世
代
へ
バ
ト
ン
を

つ
な
げ
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
、
北
島
町
の
元
教
育
長

で
、
現
在
、
学
識
経
験
者

と
し
て
保
存
会
や
学
校
の
サ
ポ
ー

ト
を
続
け
る
村
上
寛
治
氏
は
、
あ

る
実
感
を
語
っ
て
く
れ
た
。「
体

験
学
習
を
き
っ
か
け
に
、
子
ど
も

た
ち
が
地
域
に
興
味
を
持
ち
、
子

ど
も
た
ち
を
通
し
て
親
御
さ
ん
の

関
心
も
高
ま
っ
て
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
最
近
は
祭
り
に

参
加
し
て
く
だ
さ
る
若
い
方
が
増

え
、
夏
休
み
に
わ
ざ
わ
ざ
地
域
の

こ
と
を
教
わ
り
た
い
と
訪
ね
て
来

て
く
れ
る
子
も
い
ま
す
」
と
。
次

世
代
に
つ
な
が
る
芽
は
、
着
実
に

育
っ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
28
年
度
の
６
年
生

が
ま
と
め
た
「
北
島
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
マ
ッ
プ
」
は
、
町
の
全
て
の
文

化
財
を
地
域
の
宝
と
と
ら
え
て
調

査
を
進
め
た
も
の
。
ま
と
め
ら
れ

た
文
化
財
を
巡
る
ル
ー
ト
は
、
平

成
29
年
度
か
ら
町
の
「
歩
け
歩
け

運
動
」
の
コ
ー
ス
に
採
用
さ
れ
る

な
ど
、
地
域
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

「
毎
日
通
る
道
に
も
文
化
財
が
た

く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
」「
地

域
の
方
に
文
化
財
の
魅
力
を
伝
え

ら
れ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
っ
た
感

想
も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
郷

土
を
再
発
見
す
る
き
っ
か
け
に
も

な
っ
て
い
る
。

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を

基
盤
に
、
道
徳
教
育
に
も
力
を
注

い
で
い
き
た
い
と
語
る
藤
島
校

長
。「
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ふ
る

さ
と
を
大
切
に
す
る
心
を
も
っ

て
、
世
界
に
羽
ば
た
く
力
を
育
ん

で
ほ
し
い
」（
藤
島
校
長
）

国
際
化
が
進
む
中
で
、
真
に
必

要
な
力
と
は
何
か
と
い
う
問
い

へ
の
一
つ
の
答
え
が
、
北
島
北
小

学
校
の
取
り
組
み
の
中
に
見
え

て
い
る
。

「獅子舞は、前と後ろの人の息を合わせるのが難しいけれど、声を出してやってみよう！」。クラスメートへの 
お披露目では、思ったような動きができなかったが、本番までの課題として取り組んでいく。

徳
島
県 

◉ 
北
島
町
立
北き

た

じ

ま

き

た

島
北
小
学
校

日
本
文
化
理
解
教
育
部
門

　第49回博報賞の受賞
おめでとうございます。

北島町立北島北小学校
では、伝統文化を継承す
る方々とかかわり、その思
いや願いを知り、学ぶ中
で、自分の住む地域・郷土
への理解を深め、大切に
する心を育てています。
　本県では、「徳島教育
大綱」及び「徳島県教育
振興計画」による施策の
一つとして、郷土愛を育
む教育の推進に取り組ん
でおります。
　今後とも、地域の人と
の絆から生まれる様々な
学びを、伝統文化を守り
続けようとする態度や新
しい文化を創り出そうと
する意欲につなげ、次代
の「あわ文化」の担い手
となる「人財」の育成を
図っていただきたいと願
います。 今後は、伝統教育で培っ

た価値観を道徳教育
にも生かしたいと語る 
藤島則之校長。

古寺の光福寺で、6年生を前に文化財についてレクチャーする村上寛治氏。

御神輿についての歴史を2年生に語る福家喜征氏。

「私たちも北村天満神社の奉納獅子舞
や町の文化財のことを、多くの人に伝
えていきたい」と、6年生。

地域の伝統文化を大切にする
心を育て、誇りをもって
受け継ぎ・発信する子どもの育成
北島北小学校に隣接する北村天満神社に伝わる、200年の伝統を誇る奉納獅子舞や地域の文化財の継承を通じて、
子どもの育成に力を注ぐ北島北小学校に博報賞が贈られた。


