
                
 

   

九
月
二
十
六
日
（
日
）
夕
鶴
の

里
友
の
会
（
伊
藤
進
司
会
長
）
主

催

の
第

十

八

回

「
民

話

の
語

り

駅
伝
」
が
夕
鶴
の
里
語
り
部
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

昨
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感

染
拡

大
の
た
め
中
止
と
な
り

ま
し
た
が
、
本
年
度
は
マ
ス
ク
の
着

用
や
手
指
の
消
毒
、
換

気
な
ど

感
染
予
防
対
策
を
徹
底
し
て
行

う
と
と
も
に
入
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
基
づ
き
規
模
を
縮
小

し
た
開

催
と
な
り
ま
し
た
。 

参

加

者

は
一

本

の

襷

を

か

け
て
語
り
、
次
々
と
語
り
手
に

繋
い
で
い
き
ま
し
た
。 

 
 

                                      

  
 
 

                                       

 

   

 

第
十
八
回
民
話
の
語
り
駅
伝

の
模
様
が
N

C

V
さ
ん
で
放
映

さ
れ
ま
す
。 

 
   

十
月 

七
日
（
木
） 

十
月
十
四
日
（
木
） 

 

十
月
二
十
一
日
（
木
） 

十
月
二
十
八
日
（
木
） 

 

十
月 

十
日
（
日
） 

 
       

十
月 

七
日
（
木
） 

十
月
十
四
日
（
木
） 

 

十
月
二
十
一
日
（
木
） 

十
月
二
十
八
日
（
木
） 

 

十
月
二
十
四
日
（
日
） 

 
  

毎
回
、
一
時
間
三
〇
分
の
番
組

で
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

 

民
話
の
語
り
駅
伝 

放
映
予
定 

今 年 は松 橋 信 子 さんが「稲 株

昔」を語り終えゴールしました。  

復
路 

伊藤進司友の会会長  

「うそ八百両」  
朗読劇  

「大木の秘密」  

往
路 

堀敏子さん  

「お国自慢」  
安部晶子さん  

「こわがり太平」  

九
時
三
〇
分
～ 

 

十
四
時
～ 

 二
十
二
時
～ 

復

路  

往

路  

九
時
三
〇
分
～ 

 十
四
時
～ 

 

二
十
二
時
～ 



 

  
ま
ゆ
玉
で 

コ
サ
ー
ジ
ュ
を
作
ろ
う 

 

九

月

二

十

五

日

（
土

）
に
夕

鶴
の
里
昔
の
あ
そ
び
「
ま
ゆ
玉
で

コ
サ
ー
ジ
ュ
を
作
ろ
う
！
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

半

分

に
し
た
繭

を
針

で
薄

く

剥
し
て
い
き
、
そ
れ
ら
を
花
び
ら

の
形
に
ボ
ン
ド
で
貼
っ
て
い
き
ま
し

た
。
最
後
に
葉
っ
ぱ
と
安
全
ピ
ン

を
付
け
て
出
来
上
が
り
。 

繭
を
１
枚
ず
つ
剥
す
の
は
大
変

そ
う
で
し
た
が
、
親
子
で
楽
し
ん

で
制
作
し
て
い
ま
し
た
。 

           

次

回

の
昔

の
あ
そ
び
は
十

一

月
二
十
日
（
土
）
に
「
押
し
花
カ
レ

ン
ダ
ー
を
作
ろ
う
」
で
す
。
是
非

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

    

当
館
で
は
、
十
月
九
日
（
土
）

よ
り
特

別

展

「
印

刷

さ
れ
た
近

代
展
」
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。 

数
々
の
印
刷
物
を
通
し
て
近

代
と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
だ
っ
た

の
か
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。 

展

示

は
来

年

一

月

二

十

九

日
（
土
）
ま
で
で
す
が
、
十
二
月
に

資
料
保
護
の
観
点
か
ら
一
部
展

示
替
え
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

し
か
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
資
料

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
来

館
く
だ
さ
い
。 

               

      

 
          

今
回
の
特
別
展
で
は
明
治
時

代
以
降
に
作
ら
れ
た
印
刷
物
を

展
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
近

代
の
人
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い

た
の
か
、
明
治
時
代
の
あ
る
女
性

を
例
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

篠
田
と
く
は
「
文
明
開
化
」
と

い
う
言
葉
が
気
に
入
り
二
言
目

に
は
「
文
明
開
化
の
世
だ
も
の
」
が

口
癖
で
し
た
。
昔
か
ら
の
習
慣
や

儀

礼
な
ど
一
切
の
古
き
を
捨

て

新
し
い
簡
略
主
義
を
尊
び 

「
こ
れ
か
ら
の
若
い
人
た
ち
に
こ
ん

な
面
倒
は
出
来
や
し
な
い
。
私
は

篠
田
の
家
付
き
の
一
人
娘
だ
か

ら
皆

壊

し
て
お
い
て
あ
げ
る
よ
。

御
先
祖
だ
っ
て
私
の
し
た
こ
と
だ

か
ら
文
句
は
あ
る
ま
い
さ
。
罰
が

当

た
る
な
ら
私

が
一
身

に
引

き

受
け
て
し
ま
う
し
。
文
明
開
化
の

世
の
中
は
け
っ
く
（
結
局
）
手
早
い

の
が
い
い
ん
だ
か
ら
ね
」 

と
言

っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
彼

女
は
五
代
音
羽
屋
（
尾
上
菊
五

郎
）
の
フ
ァ
ン
で
、
彼
が
文
明
開
化

の
芝
居
を
す
る
時
は
見
逃
さ
ず
。 

「
何
し
ろ
文
明
開
化
の
世
の
中
は

芝
居
に
し
て
も
面
白
い
よ
」 

な
ど
と
言
い
陶
酔
し
て
い
ま
し
た
。 

          

 

と
く
さ
ん
の
言
う
「
文
明
開
化
」

と
は
当
時
は
ハ
イ
カ
ラ
で
あ
る
こ
と

を
指
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
新
し
い

時
代
の
文
化
を
戸
惑
い
つ
つ
も
受

け
入
れ
、
明
る
く
生
き
て
い
く
新

時
代
の
一
風
景
で
し
た
。 

<

参
考
文
献>

 

・
『
明
治
百
話
』 

特
別
展 

印
刷
さ
れ
た
近
代
展 

開
催
中 

文
明
開
化
の 

世
の
中
だ
も
の 

五代目尾上菊五郎  

特 別 展 の 解 説 書 を お 渡 し し て お り ま

す。来館の際は職員にお声掛け下さい。 

昔
の
あ
そ
び 

漆山の器械製糸の発展に尽くした

多勢長兵衛製糸の商標（明治中期） 

初
公
開
！ 

 


