
↑真綿作り体験中  

 

↓デザインを皆で考えます  

                  
 

 

六
月
に
開
講
し
た
第
十
九
回
語

り
部
養
成
講
座
が
閉
講
し
ま
し

た
。
全
六
回
の
講
習
を
十
五
名

の
生
徒
が
受
講
し
、
講
座
の
最
終

日

に
は
自

分

で
選

ん
だ
民

話

を

語
り
ま
し
た
。 

           

          

「
の
ど
焼
け
団
子
山
」 

 
 

               

今
回
は
大
人
の
部
の
受
講
生

が
全
員
初
参
加
で
語
り
も
初
め

て
で
し
た
が
、
家
事
や
車
を
運
転

し
な
が
ら
な
ど
工
夫
し
て
練
習
に

励
ん
で
い
た
よ
う
で
、
最
終
日
の

発
表
会
で
は
皆
さ
ん
堂
々
と
し
た

語
り
を
披
露
し
て
い
ま
し
た
。 

来
年
は
受
講
さ
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
初
心
者
大
歓

迎
で
す
。 

       

七
月
二
十
一
日
か
ら
染
め
織

り
講
習
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

初
回
は
自
分
が
作
る
マ
フ
ラ
ー

の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
、
蚕
の
繭
か

ら
真

綿
を
作
る
体

験
を
し
ま
し

た
。 次

回
は
横
糸
と
な
る
真
綿
を

紅
花
で
染
色
し
ま
す
。 

                         
 

  
   

  

語
り
部
養
成
講
座 

 
 

 
 

 

閉
講
式 

 
 

染
め
織
り
講
習
会
が 

 
 

始
ま
り
ま
し
た 

第１９回夕鶴の里  民話まつり 
日  時：１０月１４日（日）  

午後１時開演  

場  所：夕鶴の里語り部ホール  
✧民話会ゆうづるの語り  

✧ゲスト  

渡部豊子さん (伝承の語り手 )の  

語り＆トーク  

入場料：２００円  

(小学生以下無料 ) 

 

第２０回夕鶴の里  

子どもまつり 
日  時：９月３０日（日）  

    午前１０時３０分開演  

場  所：夕鶴の里語り部ホール  

 

✧ ゲスト  

東北文教大学児童文化部  
(人形劇、手遊び、パネルシアター等 ) 

入場料：無料  

 



百
姓
と
雨
乞
い 

昔
の
あ
そ
び 

ピ
ザ
を
作
っ
て
食
べ
よ
う 

 

       

七

月

二

十

九

日

に
「
昔

の
あ

そ
び
ピ
ザ
を
作
っ
て
食
べ
よ
う
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
材
料
を
入
れ
混

ぜ
る
だ
け
で
ピ
ザ
生
地
が
で
き
、

あ
と
は
好
き
な
具
材
を
ト
ッ
ピ
ン

グ
す
る
だ
け
と
い
う
お
手
軽
な
が

ら
も
大
変
美
味
し
い
ピ
ザ
が
で
き

ま
し
た
。 

 

参
加
者
全
員
「
簡
単
に
お
い
し

く
で
き
て
良
か
っ
た
」
「
楽
し
か
っ
た
」

と
い
う
感
想
で
し
た
。 

                      

   
 

毎
日
、
暑
い
日
が
続
き
ま
す

ね
。
今
年
は
雨
も
少
な
く
農
作

物

の

管

理

も

大

変

な

の

で

は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

伝
説
民
話
「
白
竜
湖
の
琴
の

音
」
は
赤
湯
村
の
百
姓
衆
が
白

竜

湖

の

水

神

様

に

雨

乞

い

を

す
る
話
で
す
。
さ
て
、
農
村
で

実

際

に

行

わ

れ

た

雨

乞

い

は

ど

の

よ

う

な

も

の

だ

っ

た

の

で
し
ょ
う
か
。
南
陽
市
で
実
際

に

行

わ

れ

た

雨

乞

い

の

様

子

を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

雨

乞

い

に

は

火

を

焚

き

祈

祷

す
る
事
例
が
多
い
そ
う
で
す
。

「
白
竜
湖
の
琴
の
音
」
に
も 

 

火
た
い
て
、
み
ん
な
で
雨
乞
い

し
た
ご
ん
だ
ど
。 

 

と
あ
り
ま
す
。
荻
に
あ
る
鳳
寮

神

社

で

は

雨

乞

い

の

時

に

は

大

勢

の

人

が

神

社

に

集

ま

り

火

を

焚

き

な

が

ら

太

鼓

を

打

ち
鳴
ら
し
大
声
で 

 

「
雨
給 た

ン
モ
レ
、
タ
ン
モ
レ
」 

 

と

三

日

三

晩

叫

ん

だ

そ

う

で

す
。
そ
れ
で
も
降
ら
な
い
場
合

は

神

様

を

怒

ら

せ

る

た

め

ご

本

尊

の

石

地

蔵

を

石

段

の

最

上
段
か
ら
転
が
し
た
り
菅
淵
、

と

ん

と

ん

淵

と

呼

ば

れ

る

淵

に
沈
め
た
り
し
た
。
と
あ
り
ま

す
。
水
神
様
の
機
嫌
を
取
る
た

め
娘
を
差
し
出
す
「
白
竜
湖
の

琴
の
音
」
と
は
正
反
対
で
す
ね
。 

羽

付

に

あ

る

稲

荷

神

社

で

は

神

社

に

あ

っ

た

獅

子

頭

を

い

た

ず

ら

半

分

に

触

れ

る

と

雨

が

降

る

と

い

う

言

い

伝

え

が
あ
り
、
雨
乞
い
の
時
に
使
わ

れ
た
そ
う
で
す
。 

熊

野

大

社

で

も

安

永

二

年

の

干

ば

つ

の

際

に

北

条

郷

の

肝

煎

等

が

雨

乞

い

の

た

め

に

参
詣
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
蒲
生
田
の
葉
山
神
社
は

作

神

と

し

て

信

仰

さ

れ

て

い

た
た
め
、
蒲
生
田
の
村
役
や
住

民

が

籠

堂

に

こ

も

り

太

鼓

を

叩

き

な

が

ら

拝

み

上

げ

を

や

っ
た
そ
う
で
す
。 

南

陽

市

の

事

例

で

主

な

も

の
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
他
の
地

域

で

も

同

じ

よ

う

に

雨

乞

い

の

祈

祷

は

行

わ

れ

て

い

ま

し

た
。
雨
が
降
ら
ず
農
作
物
が
育

た

な

い

こ

と

は

百

姓

た

ち

に

と
っ
て
最
大
の
不
安
で
し
た
。

で

す

か

ら

天

気

予

報

の

無

い

時

代

は

神

様

に

頼

る

ほ

か

な

か
っ
た
の
で
す
。 

も

し

か

し

た

ら

皆

さ

ん

の

身

近

に

あ

る

神

社

や

お

寺

で

も

雨

乞

い

を

や

っ

て

い

た

言

い

伝

え

が

残

っ

て

い

る

か

も

し
れ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、
調
べ
て

み
て
下
さ
い
。 
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「
押
し
花
で
し
お
り
を
作
ろ
う
」 

 

◆
日
時 九

月
二
十
二
日
（
土
） 

◆
時
間 

 
 

 

十
時
～ 

◆
場
所 

 
 

 

夕
鶴
の
里 

◆
参
加
費 

 
 

 
 

 

無
料 

 

い

ろ

い

ろ

な

草

花

の

押

し

花

と

紙

を

組

み

合

わ

せ

て

オ

リ

ジ

ナ

ル
の
し
お
り
が
作
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
参
加
下
さ
い
。 

                  


