
               

東
北
文
教
大
学
短
期
大
学
部
教
授 

 
 

 

（
民
話
研
究
セ
ン
タ
ー
長
） 

 

佐
藤 

晃 

氏 

講
演
会 

 
 
 

～
民
話
語
り
の 

豊
か
さ
と
は
～ 

七
月
九
日
（
日
）
、
第
二
十
三

回
夕
鶴
の
里
語
り
部
養
成
講
座

の
一
環
と
し
て
、
講
演
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。 

第
一
部
は
東
北
文
教
大
学
短

期
大
学
部
教
授
で
民
話
研
究
セ

ン
タ
ー
長
で
も
あ
り
ま
す
佐
藤

晃
氏
に
「
民
話
語
り
の
豊
か
さ

と
は
」
と
題
し
て
講
演
を
し
て

頂
き
ま
し
た
。 

     

       

当
日
は
、
地
元
の
語
り
部
の

方
は
も
と
よ
り
、
市
外
の
語
り

部
の
会
に
所
属
し
て
い
る
方
や
、

夕
鶴
の
里
の
語
り
部
養
成
講
座

の
受
講
生
も
佐
藤
晃
氏
の
講
演

を
熱
心
に
聞
い
て
い
ま
し
た
。 

 

講
話
で
は
、
武
田
正
先
生
が

採
話
す
る
際
は
、「
一
生
懸
命
聞

く
」
「
受
け
た
も
の
に
答
え
る
」

こ
と
を
心
掛
け
て
い
た
な
ど
が

話
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
語
り
を
聞
い
た
り
、

採
話
し
た
ら
ガ
リ
版
刷
り
に
し

て
お
返
し
を
し
て
い
た
そ
う
で

す
。 

 
 

そ
し
て
武
田
正
先
生
は
語
り

で
“
あ
る
事
”
を
発
見
し
ま
す
。 

「

相
槌

あ
い
づ
ち

」

が

語

り

で

は

大

事
！ 昔

は
少
人
数
に
語
っ
て
い
た

た
め
、
聞
き
手
は
相
槌

あ
い
づ
ち

を
打
っ

て
答
え
る
と
い
う
共
同
作
業
が

民
話
の
楽
し
み
に
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
た
め
、
自
身
が
良
い
聞

き
手
に
な
る
こ
と
を
意
識
さ
れ

て
い
た
事
な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。 

 

佐
藤
晃
氏
は
、
民
話
語
り
の

豊
か
さ
と
し
て
、 

 

・
話
は
同
じ
で
も
そ
の
方
の

語
り
方
で
人
生
観
が
出
て

い
る 

 

・
得
意
な
も
の
が
活
か
さ
れ

る
語
り 

 

・
民
話
の
語
り
の
自
分
化 

 
 

 
 

 
 

↓
 

 

・
語
り
の
豊
か
さ
に
繋
が
る 

 
 

 

聞
き
手
が
い
て
民
話
が
成
り

立
つ
事
や
、
語
り
部
の
思
い
を

民
話
に
込
め
る
事
が
民
話
の
自

分
化
に
つ
な
が
る
な
ど
の
お
話

は
、
語
り
部
さ
ん
に
と
っ
て
は

大
変
参
考
に
な
っ
た
と
思
い
ま

し
た
。 

          

第
二
部
は
、
民
話
会
ゆ
う
づ

る
よ
り
三
名
の
方
が
語
り
を
披

露
し
ま
し
た
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

 

   

 
 

 

 
 

       
         

※昨年の研修会  

南陽市の歴史・名所を巡る旅「蛙石にて」  

 

第
二
十
三
回 

夕
鶴
の
里
語
り
部
養
成
講
座 

    

朝倉喜美子さん  

「貧乏士族」  
伊藤進司さん  

 「人間の寿命」  

堀  敏子さん  

 「勇気のある小僧っ子」 



 
      

第
二
十
三
回
語
り
部
養
成
講

座
の
閉
講
式
が
七
月
二
十
二
日

（
土
）
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
年
は
昨
年
よ
り
早
め
の
六
月

三
日
か
ら
始
ま
り
、
三
回
の
受
講

を
経
て
、
四
回
目
の
閉
講
式
で
は

受
講
生
が
練
習
し
て
き
た
語
り
を

皆
さ
ん
の
前
で
発
表
し
ま
し
た
。 

 

緊
張
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、 

練
習
し
て
き
た
成
果
を
発
揮
し
て

丁
寧
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

会
場
に
は
、
受
講
生
の
発
表
を

聞
く
た
め
に
、
早
く
か
ら
来
場
さ

れ
て
い
る
方
も
い
ま
し
た
。 

大
竹
自
主
事
業
実
行
委
員
長

の
講
評
で
は
、 

「
七
月
九
日
の
佐
藤
晃
先
生
の
講

演
会
で
“
語
り
の
自
分
化
”
と
い
う

事
を
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
受

講
生
の
皆
さ
ん
の
語
り
も
“
自
分

化
”
さ
れ
て
い
て
と
て
も
素
晴
ら
し

い
語
り
で
し
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。 

 
 

 
          

◎
受
講
生
と
語
り
題
目
は
次
の 

と
お
り
で
す
。 

☆
子
ど
も
の
語
り 

加
藤 

綜
介
く
ん 

「
犬
の
足
」 

 
 

 
 

 
         

☆
大
人
の
語
り 

 
 

高
橋 

み
つ
子
さ
ん 

 
 

 
「
禅
問
答
」 

 
 

星 
美
喜 

さ
ん 

 
 

 

「
か
す
べ
と
か
ら
か
い
」 

 
 

村
上 
由
美
子
さ
ん 

 
 

 

「
ぼ
た
も
ち
び
っ
き
」 

 
 

竹
内 

浩
子
さ
ん 
 

 
 

「
若
返
り
の
水
」 

 
 

東
海
林 

麻
美
さ
ん 

 
 

 

「
三
人
の
友
達
」 

 
 

嵐
田 

孝
樹
さ
ん 

 
 

 

「
鶴
の
恩
返
し
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

    
 

七
月
二
十
二
日
（
土
）
に 

夕
鶴
の
里
・
昔
の
あ
そ
び
、 

「

紅

花

の

生

花

染

め

を

し

よ

う
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
親
子
七
名
が
参
加

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

職
員
よ
り
、
山
形
県
の
県
の

花
が
「
紅
花
」
で
あ
り
、
今
の

時
期
に
し
か
で
き
な
い
紅
花
の

生
花
染
め
を
楽
し
ん
で
体
験
し

て
頂
き
た
い
な
ど
と
説
明
を
し

ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
、
早
速
夕
鶴
の
里

で
栽
培
し
た
紅
花
を
摘
む
こ
と

か
ら
体
験
し
ま
し
た
。 

 

ト
ゲ
が
あ
る
の
で
注
意
し
て

摘
ん
で
、
摘
ん
だ
花
び
ら
に
水

を
付
け
て
手
の
ひ
ら
で
何
回
も

練
っ
て
、
濃
い
オ
レ
ン
ジ
色
に

な
っ
て
か
ら
、
木
綿
の
ハ
ン
カ

チ
に
模
様
を
描
き
な
が
ら
色
染

め
を
し
ま
し
た
。 

 

染
め
終
わ
っ
て
か
ら
ハ
ン
カ

チ
を
魔
法
の
水
（
発
色
剤
）
に

浸
し
た
あ
と
も
う
一
度
水
で
洗

っ
て
絞
っ
て
み
た
ら
、
黄
色
か

ら
少
し
ピ
ン
ク
色
に
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。 

 
参
加
者
の 

 

皆
さ
ん
に
は 

 
 

 

満
足
し
て
お 

帰
り
い
た
だ 

き
ま
し
た
。 

  

 
 

 

             

語
り
部
養
成
講
座 

閉
講
式 

 

第
二
十
回 

民
話
の
「
語
り
駅
伝
」 

 
 

日
時
：
令
和
五
年
九
月
十
日
（
日
） 

 
 

時
間
：
十
三
時
三
十
分
～
十
五
時 

 

場
所
：
夕
鶴
の
里
語
り
部
ホ
ー
ル 

 

☆
出
演
者 

 
 

 

語
り
部
養
成
講
座
受
講
生
の

皆
さ
ん
（
小
学
生
含
む
） 

 
 

 
 

 
 

入
場
無
料 

問
合
せ
先
：
夕
鶴
の
里 

 
 

 

℡
〇
二
三
八-

四
七-

五
八
〇
〇 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

講師の先生と共に記念撮影  


