
              

第
十
九
回
語
り
部
養
成
講
座 

     

七
月
八
日
（
日
） 

午
後
一
時

三
十
分
よ
り
、
夕
鶴
の
里
自
主
事

業
実
行
委
員
会
主
催
の
語
り
部

養
成
講
座
の
一
環
と
し
て 

「
五

十
嵐
七
重
さ
ん
講
演
（
（
口
演
）

会
）
」
が
、
夕
鶴
の
里
語
り
部
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

講
師
の
五
十
嵐
さ
ん
は
、
最
初

に
講
演
の
中
で
地
域
に
伝
わ
る
伝

承
語
り
は
そ
の
地
域
に
残
さ
れ
た

文
化
を
残
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が

る
。
昔
語
り
の
活
動
は
こ
の
文
化

を
絶
や
さ
な
い
為
に
続
け
て
い
る

と
い
う
自
身
の
活
動
に
対
す
る
想

い
を
お
話
頂
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
伝
承
民
話
を
語
る
際
に 

         は
、
創
作
を
し
た
り
、
文
学
的
表

現
を
使
う
こ
と
は
せ
ず
に
聞
い
た

ま
ま
語
ら
ね
ば
い
け
な
い
。 

そ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
人
が
、

そ
の
土
地
の
民
話
を
語
る
か
ら
意

味
が
あ
る
の
で
、
な
る
べ
く
、
地
元

に
つ
た
わ
る
伝
承
民
話
を
語
っ
て

ほ
し
い
。 

 

現
代
の
語
り
部
が
大
切
に
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
事
は
、
い
い
人
生

を
歩
む
こ
と
。
意
地
悪
く
生
き
て

い
る
と
意
地
悪
な
語
り
し
か
で
き

な
く
な
る
の
で
、
皆
さ
ん
は
い
い
人

生

を
歩

ん
で
ほ
し
い
。
そ
し
て
、 

民
話
の
話
の
中
に
は
宝
物
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
先
人
が
遺
し
て
ほ

し
く
て
残
し
た
も
の
な
の
で
、
そ
の

宝
物
を
見
つ
け
る
た
め
に
は
民
話

を
何
度
も
読
む
こ
と
が
大
切
で
す

よ
。
と
伝
承
民
話
を
語
る
際
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
お

話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

養
成
講
座
の
受
講
生
は
今
後
の

語
り
に
活
か
し
て
ほ
し
い
で
す
。 

                                         

      

六
月
五
日
（
火
）
か
ら
、
飼
育
を

始
め
た
蚕
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
成

長
し
真
っ
白
で
き
れ
い
な
繭
に
な

り
ま
し
た
。 

 

来
た
と
き
は
ま
だ
小
さ
く
て
、

一
・
五
セ
ン
チ
程
度
で
し
た
が
、
桑

の
葉
を
モ
リ
モ
リ
食
べ
て
脱
皮
す
る

た
び
に
大
き
く
な
り
、
食
欲
も
旺

盛
で
、
な
ん
と
七
セ
ン
チ
ま
で
大
き

く
な
り
ま
し
た
。
繭
に
な
る
時
期

が
く
る
と
桑
を
食
べ
な
く
な
る
上

を
向
い
て
動
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ

の
蚕
を
マ
ブ
シ
の
上
に
乗
せ
て
あ
げ

る
と
好
き
な
場
所
を
探
し
て
繭
に

な
り
ま
す
。 

               
楽しそうに口演される五十嵐さん。とても気さくで素敵な語り部

さんでした。参加者は３７名。沢山の民話や、アドバイスを聞か

せて頂き有意義な講演会でした。  

 

 



 
   

山
形
大
学
地
域
教
育
文
化
部

の
三
年
生
十
二
人
が
民
話
の
語

り
部
体
験
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
座

を
受
講
し
ま
し
た
。 

開
講
式
で
は
、
養
成
講
座
の
講

師
を
務
め
る
民
話
会
ゆ
う
づ
る
の

語
り
部
が
、
方
言
で
語
り
を
披
露

し
た
。
学
生
た
ち
は
、
閉
講
式
で

発
表
す
る
民
話
を
選
ん
だ
後
、
テ

キ
ス
ト
を
音
読
し
て
、
意
味
や
発

音
を
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、

民
話
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
ツ
ア
ー

や
機
織
り
体
験
も
行
い
、
民
話
へ

の
理
解
を
深
め
つ
つ
、
南
陽
の
文

化
を
学
び
ま
し
た
。 

最
終
日
の
閉
講
式
で
は
、
今
ま

で
練
習
し
て
き
た
語
り
の
成
果
を

発
表
し
た
後
、
講
師
の
先
生
よ
り

講

評

を
頂

き
、
記

念

品

（
民

話

集
）
が
一
人
一
人
に
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
体
験
し
た
こ
と
を
今

後
の
学
生
生
活
に
生
か
し
て
ほ
し

い
で
す
。 

        

               
 

 
                      

 
      

      

ビッキ石（中川）  

山形市畑谷の大沼に住む主の蛙が白竜湖の主にな

ろうとやってきた。ようやく中川の川樋まで来たと

き、草刈りをしていた人に道を尋ねると「白竜湖ま

では、十年坂と鳥しか通わないという鳥上坂を超え

ないといけないよ』という。ここまで来るだけでも

苦労したのに、まだ大変な場所を超えなけれならな

いとは。と気が遠くなって座り込んだ蛙は、そのま

ま石になってしまったという。  

そんなお話が伝わっています。  

 

民話ゆかりの地巡りでビッキ石

に行ってきました。  

上山市の「子供の城保育園」の園児が

見学に来てくれました。園児が着ている

のは、５種類の鶴の絵が描かれたＴシャ

ツ。左から「舞鶴」「いちょう鶴」「梅鶴」

「三羽鶴」「つがい鶴」。このＴシャツを

着て「鶴の恩返し」の語りを聞いてＤＶ

Ｄを観ることを楽しみにしながら、園児

が自分で染めて作ったそうです。園児は

楽しかった！と喜んで帰っていきまし

た。  

 

 

 

夕鶴の里のインフォメーションが新しく  

変わりました！  

 

英語での案内表示もされ、外国の方にも  

分りやすくなりました。  


