
                        
 

去
る
五
月
十
日(

土)

午
後
一
時

三
十
分
よ
り
、
夕
鶴
の
里
語
り
部
ホ

ー
ル
に
て
、
「
武
田
正
先
生
を
偲
ぶ

会
」
が
行
わ
れ
た
。
当
日
は
天
候
に
も

恵

ま
れ
、
多

く
の
方

が
出

席

さ
れ

た
。 実

行
委
員
長
の
挨
拶
か
ら
始
ま

り
、
お
別
れ
の
言
葉
の
他
に
民
話
の

語
り
も
披
露
さ
れ
、
終
始
和
や
か
な

雰
囲
気
で
行
わ
れ
た
。 

別
室
に
は
武
田
先
生
の
書
か
れ
た

書
籍
や
、
貴
重
な
ガ
リ
版
な
ど
も
展

示
さ
れ
、
来
館
さ
れ
た
方
々
は
、
ゆ
っ

く
り
と
見
て
い
か
れ
た
。 

            

○
お
別
れ
の
言
葉 

・
南
陽
市
長 

 
 
 
 
 
 
 

塩
田 

秀
雄 

氏 
・
前
山
形
県
民
俗
研
究 

協
議
会
会
長 

 
 
 
 
 
 
 

大
友 

義
助 

氏 

・
神
奈
川
大
学
経
済
学
部
教
授 

 
 
 
 
 
 
 

佐
野 
賢
治 

氏 

・
東
北
文
教
大
学
短
期
大
学
部 

民
話
研
究
セ
ン
タ
ー
長 

 
 
 
 
 
 
 

佐
藤 

晃 

氏 

・
教
え
子
代
表 

 
 
 
 
 
 
 

富
樫 

と
み
よ 

氏 

           

 

○
民
話
の
語
り 

「
若
返
り
の
水
」 

 
 
 
 
 
 
 

長
沢 

登
代 

さ
ん 

「
ど
ろ
ぼ
う
の
手
」 

 
 
 
 
 
 
 

山
路 

愛
子 

さ
ん 

「
鶴
の
恩
返
し
」 

 
 
 
 
 
 
 

多
勢 

久
美
子 

さ
ん 

                                

     

山
形
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
が
、
い
よ
い
よ
来
月
６
月

１４

日

(

土)

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
！ 

デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と
は
、
県
内
の
自
治
体
、
各
種
団
体
、

民
間
事
業
者
が
一
丸
と
な
り
、
Ｊ
Ｒ

の
協
力
の
も
と
行
う
、
観
光
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
で
す
。 

期
間
：
平
成
２６

年
６
月
１４

日(

土)

～

９
月
１４
日 

                          
► 遺族の方にお持

ち頂いた武田先

生の遺品  

◄ 武田先生愛蔵書

コーナー  

第第一一部部   語語りり＆＆トトーークク     

◇◇ゲゲスストト   渡渡部部   弘弘之之   氏氏   

第第二二部部   民民話話口口演演     

◇◇おおききたたまま語語りり部部のの会会のの発発表表   

 

２０１４年６月２２日（日） 

日時：２０１４年６月２２日（日）午後１時３０分～４時  

場所：白鷹町文化交流センターあゆーむ（入場無料）  



   

今
回
は
、
民
話
会
ゆ
う
づ
る
会
員
、

戸
田
節
子
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

Ｑ
、
民
話
会
ゆ
う
づ
る
会
員
と
な
っ
た

き
っ
か
け
は
？ 

Ａ
、
戸
田 

（
民
話
会
ゆ
う
づ
る
）
初
代
川
合

会
長
と
は
職
場
が
同
じ
で
上
司
だ

っ
た
事
も
あ
り
、
ど
ん
な
事
や
る
の

か
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
退
職
後

は
内
外
孫
達
の
存
在
も
あ
り
、
語

っ
て
聞
か
せ
て
や
り
た
い
と
の
思
い

も
あ
り
ま
し
た
。
自
分
で
も
こ
れ
ま

で
語
り
続
け
て
来
れ
た
こ
と
、
ビ
ッ

ク
リ
し
て
お
り
ま
す
。 

Ｑ
、
語
り
部
と
な
ら
れ
て
良
か
っ
た
事

は
な
ん
で
す
か
？ 

Ａ
、
戸
田 

同
じ
立
場
の
方
達
と
の
交
流
と
、

同
時
に
（
夕
鶴
の
里
）
友
の
会
会

員
に
入
れ
て
頂
き
、
毎
年
の
日
帰

り
研
修
会
に
参
加
出
来
、
見
聞

を
広
め
る
チ
ャ
ン
ス
を
会
得
出
来

た
事
。 

Ｑ
、
語
り
部
と
し
一
番
嬉
し
か
っ
た
こ

と
を
あ
げ
る
と
し
た
ら
？ 

Ａ
、
戸
田 

お
客
様
が
私
の
語
り
が
終
わ
っ
て

か
ら
、
側
に
来
て
「
え
や
あ
、
…
感

動
す
た
、
涙
が
出
た
。
ゆ
っ
た
り
し

た
語
り
で
気
持
ち
が
豊
か
に
な
っ

た
…
。
」
っ
て
、
喜
ん
で
下
さ
っ
た
事
。

「
ん
だ
が
っ
す
。
ほ
ん
じ
ゃ
ま
だ
来
て

お
ご
や
え
な
っ
す
。
」
っ
て
感
謝
し

て
お
り
ま
す
。 

Ｑ
、
昔
話
（
民
話
）
と
は
、
戸
田
さ
ん

に
と
っ
て
な
ん
で
す
か
？
ま
た
、
好

き
な
民
話
は
？ 

   

Ａ
、
戸
田 

や
っ
ぱ
り
昔
は
お
ぼ
子
を
寝
せ
る

た
め
の
子
守
歌
だ
っ
た
な
だ
か
ら
、

後
世
に
伝
え
て
い
く
事
が
一
番
だ

と
思
い
ま
す
。 

大
人
も
子
供
も
喜
ん
で
聞
い
で
お

ご
や
る
な
は
「
月
に
行
っ
た
兎
」
と

か
、
地
元
に
伝
わ
る
民
話
「
鶴
の

恩
返
し
」
か
な
。 

Ｑ
、
語
り
を
通
し
て
、
大
切
に
し
て
い

る
事
、
物
で
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

Ａ
、
中
々
、
思
っ
て
て
も
出
来
ま
せ
ん

が
、
『
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
よ
り
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
』
で
す
ね
。
自
分
ら
し
さ
を
失

わ
ず
に
、
心
で
語
る
事
。
そ
う
す
る

と
、
相
手
に
気
持
ち
が
伝
わ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。 

最
近
は
語
る
前
に
、
左
手
の
五
本

の
指
を
見
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 

Ｑ
、
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
事
や
今
思

っ
て
い
る
こ
と
。
何
で
も
…
。 

Ａ
、
語
り
手
の
後
継
者
の
育
成
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

初
代
川
合
会
長
に
自
分
の
語
り

を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
指
導
し
て

も
ら
い
た
か
っ
た
。 

朗
読
の
勉
強
が
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
詩
と
か
、
戦
争
体
験
、

災
害
の
事
等
。
子
供
達
に
は
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
等
、
出
来
た
ら
い
い

な
あ
～
と
。 

       

    

〈
曾
我
の
涙
雨
〉 

 

む
か
ー
し
、
昔
し
の
話
し
だ
ど
。 

織
機
川
ぁ
。
池
黒
村
の
真
中
流
れ
っ

た
頃
、
あ
っ
た
な
だ
け
ど
。
さ
つ
き
（
五

月
）
の
末
頃
、
こ
こ
、
池
黒
ぁ
ー
七
日

七
晩
毎
日
々
大
雨
降
り
続
い
た
ど
。

古
川
ぁ
、
溢
れ
、
川
押
し
ぁ
で
き
る
し
、

山
崩
れ
ぁ
起
き
る
し
で
、
田
圃
ぁ
ー
い

つ
め
ん
（
一
面
）
に
沼
み
で
に
な
っ
た
な

だ
け
ど
。 

そ
ー
し
て
、
水
ぁ
、
何
日
た
っ
て
も
引

か
ね
な
だ
ど
。
村
の
人
達
ぁ
空
仰
い
で

困
っ
た
、
困
っ
た
、
た
め
息
ば
っ
か
り
つ

い
っ
た
ど
。
そ
こ
で
、
村
の
年
よ
り
集
ま

っ
て
、 

「
こ
れ
あ
ー
、
曾
我
様
の
涙
雨
だ
ー
」

て
、
高
台
さ
、
ぼ
ん
で
ん
を
た
て
て
、

木
を
植
え
て
、
神
主
様
に
、
お
祈
り

し
て
も
ら
っ
た
な
だ
ど
。
そ
ー
し
た
ば
、

水
ぁ
引
け
た
な
だ
け
ど
。
そ
こ
で
、
大

っ
け
な
石
塔
た
て
て
、
お
供
養
し
た
な

だ
け
ど
。 

そ
れ
か
ら
は
、
大
日
照
に
は
、
そ
こ
で

雨
乞
い
を
、
大
雨
に
は
雨
が
晴
れ
る

よ
う
に
、
お
祈
り
し
た
な
だ
け
ど
。 

今
も
、
地
区
の
人
に
よ
っ
て
曾
我
様
の

お
祭
り
が
ず
ー
と
続
い
て
い
る
の
よ
っ

す
。 

と
ー
び
ん
と
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
向
か
っ
て
右
を
十
朗
、
左
を
五
郎

と
つ
た
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
正
慶

二
年
、
永
年
□
年
銘
あ
り
置
賜
型

板
碑
で
あ
る
。
県
指
定
の
文
化
財
で

あ
る
。 

    

永
仁
は
、
鎌
倉
中
期
で
あ
り
、
正
慶 

二
年
は
、
北
朝
年
号
で
、
南
朝
年
号

で
は
元
弘
三
年
と
な
っ
て
お
り
、
誰
が
、

な
ん
の
た
め
に
立
て
た
か
は
記
録
に
は

な
い
。
こ
の
二
基
の
碑
を
『
曾
我
の
碑
』

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
不
明
で
あ

る
。 

毎
年
旧
五
月
二
十
七
日
、
二
十
八

日
の
い
わ
ゆ
る
『
曾
我
の
日
』
に
は
今

も
、
供
養
を
続
け
て
い
る
。 

                     

漆
山
地
区 

地
名
伝
説
集 
民民民
話話話
会会会
ゆゆゆ
ううう
づづづ
るるる   

会会会
員員員
紹紹紹
介介介   

地
名
伝
説
担
当
編
集 

 

お
り
は
た
の
里
づ
く
り 

推
進
会
議 

  

戸田  節子  さん  

▲県指定文化財  

永年□年阿弥陀板碑  

（『南陽市の文化財案内』より） 

▼県指定文化財  

正慶二年阿弥陀板碑  

（『南陽市の文化財案内』より） 

 


