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好
奇
心
が
行
動
力
の
源

き
た
か
み
未
来
創
造
会
議
メ
ン
バ
ー

髙 

橋  

由
紀
子 

さ
ん

　

平
成
23
年
か
ら
の
新
し
い
北
上

市
総
合
計
画
の
策
定
に
、
市
民
が

主
体
的
に
参
加
す
る｢

き
た
か
み

未
来
創
造
会
議｣

は
６
月
18
日
、

同
計
画
の
基
本
計
画
に
関
す
る
提

言
書
を
伊
藤
市
長
に
提
出
し
ま
し

た
。
メ
ン
バ
ー
を
代
表
し
て
提
言

書
を
手
渡
し
た
の
は
、
髙
橋
由
紀

子
さ
ん(

和
賀
町
長
沼)

。
20
年
11

月
か
ら
22
年
６
月
の
間
に
開
催
さ

れ
た
全
20
回
の
会
議
に
欠
か
さ
ず

出
席
し
ま
し
た
。

　

参
加
の
目
的
は
、
み
ん
な
で
話

し
合
う
場
の
作
り
方
を
学
ぶ
こ
と
。

地
区
の
自
治
会
事
務
局
な
ど
を
引

き
受
け
て
い
る
た
め
、
誰
も
が
自

由
に
意
見
を
出
し
合
え
る
方
法
を

常
に
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

笑
顔
が
絶
え
な
い
髙
橋
さ
ん
で

す
が
、
会
議
に
す
べ
て
出
席
し
た

こ
と
は｢

当
た
り
前
の
こ
と｣

と
言

い
切
る
姿
勢
か
ら
、
強
い
信
念
が

う
か
が
え
ま
す
。｢

何
を
す
る
に

も
み
ん
な
で
決
め
る
こ
と
が
大
事
。

そ
し
て
、
一
人
ひ
と
り
責
任
を
持

っ
て
も
ら
い
た
い｣

と
話
し
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
中
心
に
進

め
ら
れ
た
会
議
で
は
、
基
本
構
想

の
ほ
か
ま
ち
づ
く
り
の
成
果
を
表

す
具
体
的
な
指
標
、
市
民
・
企

業
・
行
政
の
役
割
分
担
を
協
議
。

｢

本
当
に
こ
れ
で
い
い
の
か
と
難

し
く
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ

ど
、
楽
し
か
っ
た｣

と
振
り
返
り

ま
す
。
た
だ
、｢

前
回
の
会
議
の

復
習
が
各
自
十
分
で
は
な
く
、
そ

の
日
の
会
議
に
エ
ン
ジ
ン
が
か
か

り
に
く
か
っ
た｣

と
の
指
摘
も
。

そ
れ
で
も
ま
ち
の
総
合
計
画
の
策

定
に
市
民
を
交
え
た
こ
と
で
、
今

後
の
ま
ち
づ
く
り
が
変
わ
っ
て
い

く
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
ま
す
。

  ｢
こ
の
会
議
は
、
誰
で
も
意
見

を
言
え
る
ま
ち
づ
く
り
の
第
一
歩

と
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
歩
目
が
こ
れ
か
ら
生
か
さ
れ

る
こ
と
を
望
み
ま
す｣

　

絵
手
紙
の
講
師
を
務
め
る
と
い

う
一
面
も
。
市
の
出
前
講
座
に
も

市
民
部
門
の
講
師
と
し
て
登
録
し

て
い
ま
す
。
何
で
も
好
奇
の
目
で

見
、
仕
事
も
趣
味
の
一
つ
と
考
え

て
楽
し
む
パ
ワ
ー
の
持
ち
主
で
す
。

34件

　北上市に所在する指定文化財のうちの、無形民

俗文化財の数です(国指定１件、県指定４件、市

指定29件)。

　地域の風土や人々の暮らしの中で生まれ、はぐ

くまれ、市民の基盤的な生活文化の特色を示す重

要な財産、また自然景観など、特に価値が高いと

認められる文化財は｢指定文化財｣として保護の対

象になります。その中で衣食住、信仰、年中行事

のような風俗慣習、民俗芸能などは、民俗文化財

として国・県・市から指定されます。

　北上市は民俗芸能の宝庫。地域で受け継がれ、

大切に保存されています。各団体が一堂に会する

｢北上みちのく芸能まつり｣(７日～)をお楽しみに!!

市内に所在する指定無形民俗文化財(H21.4.1現在)
指定 名　称

国 鬼剣舞(和賀町岩崎・滑田)

県
和賀の大乗神楽(和賀町煤孫・村崎野・二子町)、春田
打(下江釣子)、煤孫ひな子剣舞(和賀町煤孫)、道地ひ
な子剣舞(和賀町藤根)

市

台笠(滑田)、荒屋田植踊(上江釣子)、御免町鬼剣舞
(下江釣子)、立花念仏剣舞、立花八士踊、後藤奴踊、
切留田植踊(和賀町仙人)、横川目神楽、谷地鬼剣舞
(上江釣子)、全明寺盆踊(上江釣子・下江釣子)、中野
大神楽(和賀町藤根)、北藤根鬼剣舞、横川目上場盆
踊、夏油神楽(和賀町岩崎)、横川目表田植踊、煤孫
中通り田植踊、飯豊鬼剣舞、二子鬼剣舞、口内鬼剣
舞、相去鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞、更木神楽、綾内神楽
(口内町)、口内薩摩奴踊、行山流口内鹿踊、鳥喰太神
楽(二子町)、口内田植踊、鳩岡崎座敷田植踊、伊勢流
黒岩太神楽

－ �� －平成22年７月23日



Spotlight 52Spotlight 52Spotlight 52Spotlight 52

き た か み 物 産 館

中央図書館☎63－3359

江釣子図書館☎77－2215

和賀図書館☎72－2322

《７月の新着本から》

▲ ▲ ○

122

年
前
の
友
好
都
市
調
印
式
時
に

思
い
が
戻
っ
た
。
古
い
街
並
み
、

田
園
風
景
、
あ
ふ
れ
る
自
転
車
、

人
々
の
服
装
、
日
本
よ
り
20
年

以
上
遅
れ
て
い
る
建
設
作
業
現

場
の
風
景
は
ど
こ
に
も
見
当
た

ら
な
い
。
６
回
目
の
訪
問
で
街

の
都
会
化
の
変
遷
を
追
想
し
て

感
慨
も
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
。

　

記
念
式
典
や
公
式
会
談
で
は

｢

老ラ
オ
ポ
ン
ユ
ー

朋
友｣(

古
い
友
達)

と
の
出

会
い
も
あ
り
、｢

一い

ち

い

た

い

す

い

衣
帯
水｣

が

引
用
さ
れ
、
今
後
一
層
の
交
流

を
確
認
し
あ
っ
た
。

　

鬼
剣
舞
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が

あ
る
友
好
公
園
で
は
、
10
年
前

に
記
念
植
樹
さ
れ
た
桜
や
ヒ
マ

ラ
ヤ
ス
ギ
が
成
長
し
て
い
た
。

北
上
市
が
贈
呈
し
た
高
台
の
あ

ず
ま
や
か
ら
見
る
風
景
は
、
中

国
の
成
長
の
勢
い
と
年
月
の
重

み
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
今
回

も
か
わ
い
い
子
ど
も
た
ち
と
記

念
植
樹
を
し
て
、
次
の
成
長
に

思
い
を
つ
な
い
だ
。
三
門
峡
市

長
と
の
公
園
散
策
の
中
で
、
樹

木
の
年
輪
は
交
流
の
深
さ
を
感

じ
さ
せ
、
２
２
７
万
都
市
と
発

展
し
た
三
門
峡
市
の
謙
虚
さ
も

感
じ
た
。
北
上
が
贈
っ
た
リ
ン

ゴ
と
先
輩
た
ち
の
取
り
持
つ
縁

は
、
甘
く
優
し
く
育
っ
て
い
た
。

  

上
海
万
博
で
喧け

ん
そ
う噪

の
５
月
中

旬
、
友
好
都
市
25
周
年
を
祝
う

た
め
５
年
ぶ
り
に
三
門
峡
市
を

訪
れ
た
。

　

中
国
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
続
き
、
上
海
万
博
の
開
催
と

国
威
掲
揚
の
た
め
す
さ
ま
じ
い

経
済
成
長
戦
略
を
続
け
て
い
た
。

あ
る
人
は
バ
ブ
ル
と
感
じ
、
あ

る
人
は
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
経

済
大
国
へ
の
兆
し
と
表
現
し
て

い
た
。
高
速
道
路
や
高
層
ビ
ル

マ
ン
シ
ョ
ン
の
異
常
な
ス
ピ
ー

ド
で
の
建
設
は
、
毎
回
の
訪
中

で
実
感
し
て
い
た
。
三
門
峡
の

発
展
に
も
興
味
を
持
っ
て
の
訪

問
で
あ
っ
た
。

　

発
展
の
象
徴｢

新
幹
線｣

の
乗

り
心
地
は
良
か
っ
た
が
、
そ
の

ス
ピ
ー
ド
感
に
車
窓
か
ら
の
風

景
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
む
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
新
駅
に
降
り

立
ち
、
開
発
さ
れ
た
周
辺
の
新

し
い
街
を
見
て
、
わ
た
し
は
25

三
門
峡
市
訪
問
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『百姓探訪』
   　　立松　和平  作          

　　　家の光協会
　現代の元気な農村ルポで
あると同時に、家族のきず
なをめぐる物語集。｢農業
は人生を再生する力がある
｣という言葉を重く受け止
めてください。

52

み
そ
味
、カ
レ
ー
味
、塩
コ
シ
ョ
ー
味

だ
れ
も
が
食
べ
た
く
な
る
庶
民
の
味

　

北
上
コ
ロ
ッ
ケ
定
食

　

職
員
み
ん
な
で
試
行
錯
誤
、
最

後
は
こ
の
三
つ
の
味
に
！

　

下
味
を
し
っ
か
り
付
け
て
い
る

の
で
、
ソ
ー
ス
を
か
け
ず
に
い

た
だ
け
ま
す
。
肉
の
量
も
多
め
で
、

お
な
か
に
ず
っ
し
り
。

   

具
材
の
ア
ス
パ
ラ
に
も
地
元
岩

崎
産
を
使
用
。
入
荷
し
な
い
場
合

は
作
ら
な
い
と
い
う
徹
底
ぶ
り
。

地
産
地
消
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。

三
つ
の
味
が
楽
し
め
ま
す

調理師　照井多都江さん

ふるさと体験館「北上」

　和賀町山口23-24-5
　　☎ FAX 72-2883

北上コロッケ定食　780円
食堂営業時間　午前11時30分～
午後1時

おしゃべりな五線譜　　　  　　香
か が や

谷　美
み き

季
ゴリラのるごちゃん　　　　　  神沢　利子
子どもにおくる私のどきどきした話 　     　
　　　　　　　　　　　  人間キラキラの会
なんのおと　なつ　(きせつのえほん)
　　　　　　　　　　　  　　ビゲン　セン
龍馬の油断　幕末七人の侍　  　　津本　陽
預言　　　　　　　          ダニエル・キース
水木しげるゲゲゲの大放談  　水木　しげる
私たちには物語がある　　  　　角田　光代

　『パパ、おばけがいるよ。』

　ヨアヒムはちょっぴりこ
わがりやさん。子どもの   
｢こわい！｣を笑顔に変える
とっておきのはなしです。
おやすみの前にぜひ読んで
ほしい絵本です。

ヒド・ファン・ヘネヒテン  作          
フレーベル館


