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エッセイ 千字文

 1    

月刊

3月号目次

炎
に
包
ま
れ
、
身
ぐ
る
み
を
剝
が
さ
れ
た
人
び
と
が
横

た
わ
る
地
獄
絵
図
だ
っ
た
。
目
の
前
は
白
く
か
す
み
異
臭

が
漂
っ
た
。
死
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
い
く
人
も
の
遺
体

を
救
い
上
げ
、
手
に
残
る
感
触
が
、
も
っ
と
多
く
の
人
び

と
の
避
難
を
誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
な
ど
と

い
う
後
悔
の
念
と
な
り
、
日
々
自
分
を
苦
し
め
て
い
っ
た
。 

二
〇
一
一
年
八
月
一
四
日
。
当
時
、
人
び
と
の
悲
し
み
が

日
々
増
す
な
か
に
お
い
て
、
祭
事
の
自
粛
は
当
然
視
さ
れ

て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
瓦が

礫れ
き

が
散
乱
す
る
地
で
「
じ
ゃ

ん
が
ら
念
仏
踊
り
」
を
奉
納
し
、
亡
く
な
っ
た
方
々
を
弔
っ

た
。
こ
の
踊
り
は
、
新し

ん

盆ぼ
ん

を
迎
え
た
家
々
を
供
養
し
て
ま

わ
る
い
わ
き
市
の
郷
土
芸
能
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
そ
の

場
に
た
た
ず
ん
で
い
た
女
性
が
近
づ
い
て
き
た
。
涙
を
流
し

「
あ
り
が
と
う
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。
聞
け
ば
、
私
が

救
助
し
た
方
の
ご
家
族
で
あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の

方
は
入
院
生
活
の
な
か
で
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
だ
。
し
か

し
、
女
性
は
、
家
族
を
助
け
て
く
れ
た
こ
と
、
い
ま
、
こ
う

し
て
供
養
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
お
礼
が
言
い
た
い
と
声

を
か
け
て
く
れ
た
の
だ
。
最
上
の
感
謝
の
言
葉
と
の
出
会

い
で
あ
っ
た
。
そ
の
瞬
間
、
抱
え
て
い
た
思
い
が
涙
と
な
り

溢あ
ふ

れ
た
。
あ
ら
た
め
て
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
郷
土
芸

能
の
本
質
を
知
っ
た
。
私
は
い
ま
ま
で
、
復
興
に
向
け
た

多
く
の
協
議
や
活
動
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
こ
の
出
来
事

は
、
地
域
の
文
化
を
伝
え
受
け
継
ぐ
こ
と
、
人
と
の
出
会

い
や
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
強
く
意
識
す
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
。

現
在
、
私
は
新
た
な
地
域
社
会
を
創
出
す
る
試
み
と
し

て
、
地
元
の
小
学
校
で
子
ど
も
た
ち
に
地
域
の
文
化
を
伝

え
な
が
ら
、
人
間
力
を
磨
い
て
も
ら
う
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
総
合
学
習
「
未
来
の
久ひ

さ

之の

浜は
ま

」
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

子
ど
も
た
ち
は
、
目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
授
業
に
の
ぞ
み
、

地
元
の
産
業
や
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
調
べ
、
グ
ル
ー
プ
で

議
論
を
重
ね
な
が
ら
、
未
来
の
久
之
浜
の
姿
を
創
造
し
て

い
く
。
一
昨
年
、
私
が
担
当
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
災
害
の

記
憶
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
の
か
を
真
剣
に
考
え
て

『
時
を
こ
え
た
「
か
ぞ
く
」
物
語
』
と
い
う
紙
芝
居
と
絵
本

を
つ
く
っ
た
。
震
災
を
経
て
う
ま
れ
た
学
び
の
時
間
が
、
い

ま
で
は
こ
の
学
校
の
授
業
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

わ
た
し
自
身
も
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
描
い
た
未
来
の

久
之
浜
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
誠
心
誠
意
、
力
を
尽
く
し

た
い
と
思
う
。
大
人
が
本
気
で
打
ち
込
む
姿
に
、
子
ど
も

た
ち
は
憧
れ
を
抱
く
。
そ
の
気
持
ち
は
彼
ら
に
と
っ
て
、
未

来
を
つ
く
る
原
動
力
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
郷
土
芸
能
に
親

し
ん
で
き
た
子
ど
も
た
ち
が
演
じ
手
に
憧
れ
、
そ
の
継
承

者
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
も
重
な
る
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、

人
と
人
を
結
び
つ
け
る
力
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
う
信
じ
て
、

未
来
の
地
域
社
会
や
、
新
た
な
ふ
る
さ
と
を
つ
く
り
だ
す

人
材
を
育
成
す
る
活
動
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

遠え
ん

藤ど
う 

諭さ
と
し

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
7
6
年
福
島
県
生
ま
れ
。
福
島
県
い
わ
き
市
の

無
形
民
俗
文
化
財
「
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
」
の
継

承
者
。
2
0
1
8
年
に
芸
能
で
用
い
る
道
具
を
製
作

す
る
事
業
を
立
ち
あ
げ
、
地
域
の
伝
統
を
支
え
る
。

東
日
本
大
震
災
直
後
か
ら
復
興
事
業
に
携
わ
り
、
現

在
は
教
育
機
関
と
連
携
し
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し

て
児
童
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
震

災
と
地
域
文
化
を
テ
ー
マ
に
国
内
外
で
講
演
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
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災
害
か
ら
の
復
興
で
注
目
さ
れ
る
地
域
文
化

未み

曾ぞ

有う

の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
一

〇
年
と
な
る
。
わ
た
し
が
最
初
に
被
災
地
に
赴
い
た
の
は

二
〇
一
一
年
五
月
で
あ
っ
た
。
文
化
財
の
保
存
に
つ
い
て

研
究
す
る
保
存
科
学
が
専
門
で
あ
る
わ
た
し
は
、
被
災

し
た
文
化
財
の
保
全
を
支
援
す
る
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
の

活
動
に
参
加
し
て
い
た
。
は
じ
め
て
被
災
地
に
立
ち
、
甚

大
な
被
害
を
眼
前
に
し
た
と
き
、
ま
た
人
が
住
め
る
よ
う

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
か
ら
れ
た
こ
と
を
よ
く
覚

え
て
い
る
。
同
時
に
、
被
災
地
全
体
が
復
興
に
向
け
て
取

り
組
む
雰
囲
気
に
は
ま
だ
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
と
感
じ
ら

れ
た
。

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
た
あ
る

日
、
岩
手
県
で
虎
舞
が
再
開
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
目

に
し
た
。
漁
の
安
全
を
祈
願
し
て
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る

虎
舞
は
、
漁
業
の
盛
ん
な
三
陸
沿
岸
部
で
広
く
親
し
ま

東
日
本
大
震
災
か
ら

一
〇
年

本館では3月より、特別展「復興を支
える地域の文化―3.11から10年」
を開催する。東日本大震災から10

年。復興に向けた懸命な作業が続
けられるなか、被災地では日常生活
を回復しつつあるかのようにも見え
る。暮らしを取り戻すとはどういう
ことか。被災地ではこの震災をどの
ように語り継いでいくのか。本特集
では、被災地で地域の文化や博物館
活動に携わる研究者のまなざしをと
おして、地域の記憶とどのように向
き合うのかを考える。

特
集

地
域
の

記
憶
と

向
き
合
う

日ひ

髙だ
か 

真し
ん

吾ご

民
博 
人
類
基
礎
理
論
研
究
部

―
地
域
文
化
の

　
　
継
承
を
目
指
し
て

特別展

復興を支える地域の文化
―3.1 1から10年
会期　3月4日（木）̶ 5月18日（火）
場所　特別展示館

れ
て
い
る
郷
土
芸

能
だ
。
そ
の
後
、

多
く
の
避
難
所

で
三
陸
沿
岸
部
の

さ
ま
ざ
ま
な
郷

土
芸
能
が
再
開

し
、
そ
れ
と
と
も

に
復
興
に
向
け
た

気
運
が
日
に
日
に

高
ま
っ
て
い
く
様

を
目
の
当
た
り
に

し
た
。
そ
こ
で
は
、

郷
土
芸
能
が
、
人

を
集
め
、
語
り
の

場
を
作
り
、
前
向
き
な
雰
囲
気
を
生
み
出
す
、
ま
さ
に

復
興
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
郷
土
芸
能
を
地
域
文
化
の
ひ
と
つ
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
。
地
域
文
化
と
は
、
歴
史
や
自
然
環
境
、

人
の
往
来
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
社
会
生
活
の
範
囲
で

獲
得
さ
れ
た
、
有
形
・
無
形
の
モ
ノ
や
事
柄
の
総
体
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、
被
災
地
に
お
い
て
、
も
と
の
社
会
生
活
を

取
り
戻
す
た
め
、
あ
る
い
は
新
し
い
社
会
生
活
を
生
み
出

し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
文
化
が
そ
の
原
動
力
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

地
域
文
化
の
継
承
を
目
指
し
て

し
か
し
、
地
域
文
化
の
継
承
は
な
か
な
か
難
し
い
。
過

疎
化
が
進
む
地
方
で
は
、
地
域
文
化
を
継
承
す
る
世
代

の
都
市
部
へ
の
流
出
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
ま
た
、

地
域
文
化
自
体
が
社
会
生
活
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
日
常
の
生
活
の
な
か
で
住
民
に
強
く
意
識
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
地
域

博
物
館
の
役
割
に
期
待
し
た
い
。
地
域
博
物
館
は
、
立

地
し
て
い
る
地
域
の
文
化
を
調
査
し
、
収
集
し
、
保
存
し
、

活
用
し
、
継
承
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
住
民
の
地
域
博
物
館
へ
の
関
心
は
必
ず
し
も
高
く
な

い
。
そ
れ
は
、
自
省
も
込
め
て
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
地
域

博
物
館
が
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
地
域
文

化
を
体
現
す
る
当
事
者
で
あ
る
住
民
に
対
し
て
、「
地
域

文
化
を
教
え
る
」
と
い
う
姿
勢
で
向
き
合
う
傾
向
に
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
住
民
は
当
た
り
前
に
知
っ

て
い
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
博
物
館
に
教
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
、
関
心
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
博
物
館
が
、
当
事
者
で
あ
る

住
民
か
ら
教
わ
る
姿
勢
で
向
き
合
い
、
協
力
を
得
て
、
調

査
、
収
集
、
保
存
、
活
用
、
継
承
の
た
め
に
活
動
す
れ
ば
、

博
物
館
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
地
域
文
化
を
継
承
す
る

拠
点
と
し
て
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
考
え
る
。
今
後
、
わ
た
し
自
身
も
保
存
科
学
者
と
し
て
、

博
物
館
と
地
域
住
民
が
協
働
す
る
活
動
に
積
極
的
に
か

か
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

こ
こ
ま
で
は
、
わ
た
し
自
身
が
こ
の
一
〇
年
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
で
、
支
援
活
動
に
携
わ
る
な
か
で
感

じ
た
こ
と
を
記
し
て
き
た
。
本
特
集
で
は
、
異
な
る
立
場
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
被
災
地
と
向
き
合
っ
て
い
る
研
究
者

に
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

そ
の
報
告
で
は
、
被
災
し
た
博
物
館
資
料
を
継
承
し
、

再
構
築
す
る
こ
と
の
難
し
さ
や
、
帰
り
た
く
て
も
帰
れ
な

い
住
民
が
い
る
な
か
で
、
学
芸
員
が
自
ら
の
役
割
を
問
う

現
状
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
に
目
を
向

け
る
と
、
地
元
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
、
地
域
の
再
生
に
働

き
か
け
る
生
き
方
が
あ
っ
た
こ
と
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き

た
。
い
ず
れ
も
、
地
域
の
記
憶
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、

継
承
し
て
い
く
の
か
を
、
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容
だ
。

現
在
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱

え
て
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
と
向
き
合
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
博
物
館
は
ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
の

記
憶
を
収
集
し
、
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
特
集
を
と
お
し
て
、
と
も
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

宮城県石巻市での文化財レスキューの様子（撮影：石井里佳、2011年）

芸能の復興支援を住民と語り合ったメッセ（2016年）

城山虎舞の演舞（2017年）

2   3    2021年 3月号



佐さ

藤と
う 

麻あ
さ

南み

石
巻
市
教
育
委
員
会
複
合
文
化
施
設
開
設
準
備
室
主
事

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
の
状
況

宮
城
県
石い
し
の
ま
き巻
市
南み
な
み

浜は
ま

町ち
ょ
う

に
あ
っ
た
石
巻
文
化
セ
ン

タ
ー
は
、
北き
た

上か
み

川
河
口
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
東
日

本
大
震
災
で
甚
大
な
被
害
に
遭
い
、
建
物
は
全
壊
の
判

定
を
受
け
た
。
目
の
前
の
川
と
海
か
ら
押
し
寄
せ
た
津
波

が
館
内
へ
流
れ
込
み
、
一
階
の
天
井
ま
で
浸
水
し
た
。
そ

の
結
果
、
扉
を
改
修
し
た
ば
か
り
の
第
一
収
蔵
庫
を
の
ぞ

き
、
一
階
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。
近
く
の
製
紙
工

場
か
ら
流
れ
込
ん
だ
大
量
の
パ
ル
プ
が
、
資
料
に
も
こ
び

り
つ
い
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。

石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
博
物
館
と
美
術
館
機
能
を
兼

ね
備
え
た
施
設
で
、
市
内
出
身
の
蒐
し
ゅ
う

集し
ゅ
う

家
、
毛も
う

利り

総そ
う

七し
ち

郎ろ
う

氏
が
収
集
し
た
総
数
一
〇
万
点
を
超
え
る
毛
利
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
歴
史
・
考
古
・
美
術
・
民
俗
資
料
を

収
蔵
、
展
示
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
文
化
財
レ

ス
キ
ュ
ー
事
業
に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
、
多
く
の
方
々
の
支

援
の
も
と
、
現
在
も
他
機
関
で
修
復
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。

現
状
と
課
題

昨
年
の
夏
、
多た

賀が

城じ
ょ
う

市
に
あ
る
東
北
歴
史
博
物
館
で

保
管
さ
れ
て
い
た
、
毛
利
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す

る
歴
史
資
料
が
数
年
ぶ
り
に
石
巻
市
に
戻
っ
て
き
た
。
現

在
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校
の
校
舎

を
改
修
し
た
収
蔵
庫
で
一
時
的
に
保
管
し
て
い
る
。
こ
の

収
蔵
庫
に
は
空
調
設
備
が
な
い
た
め
、
温
湿
度
の
管
理
に

は
苦
戦
し
て
い
る
。
毎
日
朝
晩
二
回
、
全
室
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
厳
密
な
温
湿
度
の
管

理
は
難
し
い
。
日
々
、
資
料
の
状
態
を
観
察
し
、
異
常
が

あ
っ
た
際
に
は
東
北
歴
史
博
物
館
の
保
存
科
学
チ
ー
ム

に
相
談
し
な
が
ら
対
処
し
て
い
る
。

一
方
で
、
彫
刻
や
絵
画
を
中
心
と
し
た
美
術
資
料
は
現

在
も
、
国
立
西
洋
美
術
館
等
の
他
機
関
で
修
復
、
保
管

さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
約
一
〇
年
も
の
あ
い
だ
、
当

市
の
た
め
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
関
係
者
の
皆
様
に

は
本
当
に
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
美
術
資

料
は
、
現
在
、
開
館
準
備
を
進
め
て
い
る
石
巻
市
の
あ
ら

た
な
博
物
館
に
今
年
の
秋
、
収
蔵
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
二
〇
一
九
年
に
採
用
さ
れ
二
年
目
に
な
る

が
、
現
在
も
他
機
関
で
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
が
多
数

あ
る
た
め
、
石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
が
所
有
し
て
い
た
資
料

の
全
貌
を
未
だ
に
見
た
こ
と
が
な
い
。ま
た
、台
帳
や
カ
ー

ド
な
ど
の
資
料
デ
ー
タ
も
被
災
し
た
た
め
、
ゼ
ロ
か
ら
再

構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
終

え
て
お
き
た
い
作
業
で
あ
る
が
、
震
災
か
ら
一
〇
年
が
経

つ
今
に
至
っ
て
も
、
デ
ー
タ
の
構
築
作
業
は
続
い
て
い
る
。

こ
れ
は
当
市
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
資

料
の
全
貌
を
知
る
職
員
は
定
年
を
迎
え
、
数
名
を
の
こ

す
ば
か
り
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
退
職
す
る
前
に
文
化
セ
ン

タ
ー
資
料
の
再
整
理
を
終
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

日
々
の
業
務
に
追
わ
れ
、
資
料
整
理
に
あ
て
ら
れ
る
時
間

は
わ
ず
か
で
あ
る
。
学
生
時
代
、
文
化
財
行
政
に
か
か

わ
る
先
輩
方
か
ら
「
忙
し
く
て
な
か
な
か
資
料
整
理
の

時
間
が
と
れ
な
い
」
と
聞
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
ま
さ
に

今
、
自
分
が
実
感
し
て
い
る
。
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で

も
、
資
料
と
向
き
合
う
時
間
は
確
保
し
た
い
。
そ
の
方

法
を
日
々
、
模
索
し
続
け
て
い
る
。

あ
ら
た
な
博
物
館
の
開
館
に
向
け
て

先
に
も
触
れ
た
が
、
現
在
、
石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
の
後

継
施
設
を
建
設
中
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
化
ホ
ー
ル
と
博

物
館
機
能
を
併
せ
も
つ
複
合
文
化
施
設
で
、
ホ
ー
ル
部

分
は
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
、
博
物
館
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
枯
ら
し
期
間
を
経
て
二
〇
二
一
年
秋
に
開
館
の
予
定
で

あ
る
。

準
備
は
大
詰
め
を
迎
え
て
い
る
が
、
職
員
に
は
入
庁
し

て
数
年
の
若
手
が
多
く
、
手
探
り
で
作
業
を
進
め
る
こ

と
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
一
〇
年
間
、
多
く
の
方
々
の

協
力
を
得
て
、
あ
の
未
曾
有
の
大
災
害
か
ら
救
い
出
さ

れ
た
石
巻
市
の
文
化
財
を
そ
の
歴
史
と
と
も
に
後
世
に

残
す
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。

石
巻
市
の
あ
ら
た
な
博
物
館
を
楽
し
み
に
待
っ
て
く
れ
て

い
る
人
た
ち
の
た
め
に
も
、
開
館
に
向
け
て
、
今
は
最
善

を
尽
く
し
た
い
。

大
変
な
こ
と
も
多
い
が
、
石
巻
市
に
就
職
し
て
二
年
、

こ
の
間
や
っ
て
き
た
こ
と
が
新
し
い
博
物
館
と
し
て
、
少

し
ず
つ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
や
り
が
い
を
感
じ

て
い
る
。
石
巻
市
の
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
新
し

い
文
化
施
設
の
開
館
に
立
ち
会
え
る
こ
と
の
誇
り
を
胸

に
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。

被
災
し
た
博
物
館
資
料
を
守
り
、

伝
え
る

廃校になった小学校を利用した収蔵施設外観（2020年）

廃校を利用した収蔵庫内での保管の様子（2020年）

2021年春に開館を控えた文化施設「マルホンまきあーとテラス（石巻市複合文化施設）」の外観（2021年1月31日）
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地
域
文
化
の
保
護
と

継
承

―
福
島
県
双
葉
町
の

　
　
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
た
め
に

星ほ
し 

洋ひ
ろ

和か
ず

福
島
県
双
葉
町
副
主
任
学
芸
員

続
く
避
難
生
活

双ふ
た

葉ば

町ま
ち

は
福
島
県
の
東
側
、
浜
通
り
と
よ
ば
れ
る
地

域
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
双
葉
町
を
、
震
度
六
強
の

地
震
が
襲
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
で

あ
る
。
地
震
は
各
地
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
ま
た
、

沿
岸
部
に
お
い
て
は
津
波
被
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
翌
日

に
は
、
双
葉
町
の
南
東
部
に
位
置
す
る
福
島
第
一
原
発
に

お
い
て
原
子
炉
の
爆
発
事
故
が
発
生
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

当
時
七
一
四
〇
人
い
た
双
葉
町
の
全
町
民
は
、
町
か
ら
の

避
難
を
強
い
ら
れ
た
。
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
時
点

で
も
、
福
島
県
内
で
は
四
〇
二
五
人
、
県
外
で
は
二
七
八

九
人
の
町
民
が
各
地
で
避
難
生
活
を
送
っ
て
い
る
（
震
災

後
の
転
出
者
、
転
入
者
等
も
含
む
）。

進
む
町
の
「
復
興
」

原
発
事
故
か
ら
一
〇
年
目
の
年
に
当
た
る
二
〇
二
〇
年

三
月
、
双
葉
町
の
帰
還
困
難
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
た

J
R
双
葉
駅
周
辺
の
地
区
が
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域

と
な
り
、
立
ち
入
り
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
。
ま
た
、
町
の

北
東
部
に
位
置
す
る
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
の
避
難

指
示
も
解
除
さ
れ
た
（
左
頁
の
図
参
照
）。

現
在
、
双
葉
町
は
、
県
南
部
に
位
置
す
る
い
わ
き
市

内
に
役
場
機
能
を
置
き
、
二
〇
二
二
年
の
春
、
帰
還
が
ス

タ
ー
ト
で
き
る
よ
う
に
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
内

の
再
開
発
や
、
営
農
再
開
の
た
め
の
試
験
栽
培
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
た
区

域
に
は
県
の
施
設
で
あ
る
東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災

害
伝
承
館
や
町
の
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
そ

の
周
辺
で
は
復
興
祈
念
公
園
お
よ
び
追
悼
施
設
の
整
備

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

帰
還
を
め
ぐ
る
葛
藤

震
災
か
ら
一
〇
年
近
い
時
間
を
経
て
、
双
葉
町
で
は
生

活
を
再
開
す
る
た
め
の
「
復
興
」
が
加
速
度
的
に
進
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
町
へ
の
帰
還
に
つ
い

て
、
町
民
の
多
く
は
複
雑
な
思
い
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
一
〇
年
、
町
民
は
避
難
先
で
あ
ら
た
な
生
活
基
盤

を
築
き
上
げ
て
き
た
。
町
に
帰
還
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
築
き
上
げ
た
生
活
を
や
め
て
、
も
う
一
度
あ
ら
た
な

生
活
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
町
内
の

大
部
分
は
帰
還
困
難
区
域
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
除
染
廃

棄
物
等
の
中
間
貯
蔵
施
設
の
用
地
範
囲
と
な
っ
て
お
り
、

帰
還
し
た
と
し
て
も
、
元
の
土
地
に
住
む
こ
と
が
叶
わ
な

い
町
民
も
多
く
い
る
。

双
葉
町
に
お
い
て
、
ハ
ー
ド
面
の
開
発
が
進
む
一
方
で
、

町
民
た
ち
は
、
故
郷
に
戻
る
こ
と
へ
の
葛
藤
の
な
か
に
い

る
の
で
あ
る
。

町
の
将
来
を
考
え
る
た
め
に

双
葉
町
は
旧
相そ
う

馬ま

中な
か

村む
ら

藩
の
領
内
に
あ
た
り
、
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
相そ
う

馬ま

野の

馬ま

追お
い

を
継
承
す
る
自

治
体
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
街
道
沿
い
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
た
歴
史
も
あ
り
、
一
月
上
旬
に
は
ダ
ル
マ
市
と
よ
ば

れ
る
初
市
が
催
さ
れ
て
い
た
（
現
在
は
い
わ
き
市
に
あ
る

復
興
公
営
住
宅
の
敷
地
内
で
開
催
）。
ま
た
、
古
代
の
遺
跡

や
古
墳
が
多
く
見
つ
か
っ
て
お
り
、
七
世
紀
前
半
ご
ろ
に

つ
く
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
清き
よ

戸と

廹さ
く

横よ
こ

穴あ
な

は
、
国
史
跡
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
双
葉
町
に
は
、
町
が
収
集
し

た
も
の
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
家
に
も
多
く
の
文
化
財
が

残
さ
れ
て
い
る
。
震
災
後
、
町
の
学
芸
員
は
町
内
外
の
人

び
と
の
協
力
を
得
て
、
民
家
や
双
葉
町
歴
史
民
俗
資
料

館
な
ど
で
の
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

ま
た
、
清
戸
廹
横
穴
な
ど
の
史
跡
の
現
状
確
認
や
、
県

指
定
天
然
記
念
物
の
維
持
と
管
理
、
町
の
各
地
区
に
伝

わ
る
民
俗
芸
能
の
記
録
作
成
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

そ
し
て
、
町
全
体
で
、
震
災
の
記
録
や
記
憶
を
残
す
た
め

に
、
津
波
被
害
や
原
発
事
故
に
関
す
る
資
料
の
収
集
と

保
存
、
体
験
者

の
証
言
の
記
録

な
ど
も
お
こ

な
っ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
活

動
に
よ
っ
て
残

さ
れ
た
文
化
資

源
は
、
町
や
そ

の
周
辺
地
域
の

過
去
の
姿
を
考

え
さ
せ
て
く
れ

る
歴
史
的
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
域
に
か
か
わ
る
人

び
と
が
生
活
の
な
か
で
生
み
出
し
て
き
た
財
産
で
も
あ
る
。

復
興
を
進
め
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
町
の
姿
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
町
や
地
域
の
歴
史
、
文

化
は
そ
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は

考
え
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
く
の
町
民
は
帰
還
を
巡
っ
て

葛
藤
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
町
民
が

町
に
対
す
る
想
い
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
町
の
文
化
資
源
を
基
に
、
ど
の
よ
う
に
町

の
復
興
を
進
め
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
な
町
な
ら
戻
り

た
い
と
思
う
の
か
、
町
民
と
と
も
に
考
え
、
共
有
し
、
そ

れ
を
次
代
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
は
重
要
に

な
っ
て
く
る
。

町
の
復
興
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
。
震
災
か
ら
一

〇
年
の
月
日
が
経
つ
今
だ
か
ら
こ
そ
、
町
や
地
域
の
歴
史
、

文
化
が
も
つ
価
値
に
つ
い
て
、
議
論
を
深
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

「避難指示解除に関する考え方̶避難指示解除に向けた諸条件とスケジュール整理（概要版）」1頁より
（作成：双葉町、2018年12月）

いわき市内で開催されている双葉町ダルマ市（提供：双葉町教育委員会、2019年）

個人宅からレスキューされた文化財　　　　　　　　
（提供：双葉町教育委員会、2020年）

史跡・清戸廹横穴の壁画（提供：双葉町教育委員会、2009年）
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文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
を
通
し
て

地
域
の
暮
ら
し
を
見
る

―
尾
形
家

　
　
通
信
記
録
の
整
理
か
ら

葉は

山や
ま 

茂し
げ
る

弘
前
大
学
准
教
授

津
波
常
習
地
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
る

三
陸
地
方
は
数
十
年
に
一
度
、
周
期
的
に
津
波
が
襲
来

す
る
地
域
で
あ
る
。
地
理
学
者
の
山や
ま

口ぐ
ち

弥や

一い
ち

郎ろ
う

は
、
一
九

三
三
年
の
昭
和
三
陸
津
波
の
あ
と
、
津
波
が
来
た
土
地
に

人
び
と
が
戻
る
理
由
を
分
析
す
る
な
か
で
、
こ
の
地
域
を

「
津
波
常
習
地
」
と
よ
ん
だ
。

二
〇
一
一
年
の
津
波
災
害
の
あ
と
、
復
興
を
め
ぐ
っ
て

工
学
的
な
見
地
か
ら
災
害
に
遭
い
に
く
い
地
域
づ
く
り
が

検
討
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
民
俗
学
や
社
会
学
の
分
野
で

は
在
来
知
に
注
目
し
て
、
災
害
を
も
た
ら
す
自
然
と
人

と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
の
議
論
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
復
元
力
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
は
被
災
地
域
が
回
復
し
や
す
く
な
る
条
件

を
探
る
な
か
で
注
目
さ
れ
、
持
続
可
能
性
の
概
念
と
と

も
に
、
理
念
的
な
視
点
で
災
害
地
域
の
復
興
を
論
じ
る

と
き
に
使
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
理
念
的
な
視
点
は
重
要

だ
が
、
地
域
の
人
び
と
が
実
際
、
津
波
常
習
地
で
ど
の

よ
う
に
生
き
て
き
た
の
か
も
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

小
々
汐
の
大
本
家
、
尾
形
家
の
通
信
記
録

こ
の
問
題
を
、
宮
城
県
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
小こ

ご々

汐し
お

の
尾お

形が
た

家

住
宅
に
残
さ
れ
た
一
九
四
五
年
ま
で
の
は
が
き
資
料
か
ら

考
え
て
み
た
い
。
尾
形
家
住
宅
は
二
〇
一
一
年
当
時
、
築

二
〇
〇
年
の
民
家
だ
っ
た
。
こ
の
住
宅
は
江
戸
時
代
中
期

以
降
、
イ
ワ
シ
網
漁
の
網
元
を
営
む
こ
と
で
発
展
し
た

小
々
汐
の
大
本
家
、
尾
形
家
の
も
の
で
あ
る
。

尾
形
家
住
宅
は
二
〇
一
一
年
の
津
波
で
流
さ
れ
、
わ
た

し
を
含
む
、
当
時
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
職
員
が

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
の
一
環
と
し
て
こ
の
住
宅
の
生

活
資
料
の
保
全
に
携
わ
っ
た
。
救
出
し
た
資
料
は
二
万
点

ほ
ど
あ
り
、
う
ち
五
〇
〇
〇
点
程
度
が
は
が
き
だ
っ
た
。

そ
の
う
ち
約
二
〇
〇
〇
点
が
明
治
の
終
わ
り
か
ら
一
九
四

五
年
の
終
戦
に
か
け
て
投
函
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

間
に
は
昭
和
三
陸
津
波
の
年
（
一
九
三
三
年
）
も
含
ま
れ

て
お
り
、
津
波
の
前
後
に
尾
形
家
の
人
び
と
が
ど
の
よ
う

に
動
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

尾
形
家
の
は
が
き
資
料
の
特
徴
は
、
往
復
で
残
さ
れ
て

い
る
点
で
、
半
分
は
軍
に
入
隊
し
た
家
族
が
赴
任
先
か
ら

も
ち
帰
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
は
が
き

の
多
く
に
、
小
々
汐
の
暮
ら
し
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
た
。

通
信
記
録
か
ら
家
族
の
動
き
を
読
む

は
が
き
の
宛
先
、
文
面
を
分
析
す
る
と
家
族
の
動
き

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
初
期
に
暮
ら
し
て
い

た
一
〇
人
の
家
族
は
、
死
去
や
軍
隊
へ
の
入
隊
、
結
婚
を

機
に
家
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
終
戦
時
に
は
二
人
の
女

性
が
同
居
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
い
っ

た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
三
三
年
の
津
波
で
は
小
々
汐
で
も
被
害
が
出
た
。

当
時
の
当
主
の
弟
、
尾お

形が
た

栄え
い
一い
ち

氏
が
そ
の
様
子
を
日
記
に

記
し
て
い
る
。
津
波
の
あ
と
、
尾
形
家
の
人
び
と
は
イ
ワ

シ
網
漁
を
止
め
、
災
害
後
に
さ
か
ん
に
な
っ
た
カ
キ
養
殖

に
も
積
極
的
に
参
加
せ
ず
、
海
苔
養
殖
の
み
を
残
し
て
海

の
生
業
か
ら
遠
ざ
か
る
。
は
が
き
を
分
析
す
る
と
、
尾
形

家
の
人
び
と
が
地
元
で
営
む
漁
業
の
代
わ
り
と
し
て
職

業
軍
人
を
選
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
。

職
業
軍
人
は
当
時
の
社
会
に
お

い
て
、
身
近
な
立
身
出
世
の
手
段

で
あ
っ
た
。
当
時
の
当
主
は
二
〇

歳
で
仙
台
に
出
て
職
業
軍
人
と

な
っ
た
あ
と
、
気
仙
沼
の
女
性
と

結
婚
し
妻
子
を
連
れ
て
満
州
に
赴

任
し
た
。
ま
た
、
そ
の
弟
二
人
も

そ
れ
ぞ
れ
仙
台
、
東
京
で
陸
軍
の

士
官
と
な
っ
た
。

小
々
汐
か
ら
届
く
便
り
に
、
入

隊
中
の
栄
一
氏
は
「
カ
キ
も
止
め

て
好
い
事
で
す
。
人
手
に
ば
か
り

か
け
て
は
気
苦
労
で
す
か
ら
ね
。
兎と

に
角か
く

部
落
の
人
達

に
良
い
様
に
し
て
下
さ
い
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
記
述

か
ら
は
、
彼
ら
が
地
元
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
復

興
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

理
念
と
し
て
の
復
興
を
越
え
て

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
も
家
に
残
っ
た
家
族
は
、

当
主
は
家
に
戻
っ
て
く
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
一
方
、

は
が
き
の
文
面
か
ら
は
、
災
害
を
き
っ
か
け
に
尾
形
家
の

人
び
と
が
あ
ら
た
な
生
き
方
を
模
索
す
る
姿
が
見
え
る
。

そ
れ
は
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
想
定
す
る
地
域
へ
の
定
着
を
前

提
と
し
た
生
き
方
と
は
違
っ
た
、
地
域
を
離
れ
る
こ
と
も

い
と
わ
な
い
生
き
方
の
模
索
で
あ
る
。

災
害
復
興
を
考
え
る
と
き
、
我
々
は
理
念
と
し
て
の

復
興
だ
け
で
な
く
、
今
一
度
、
人
の
動
き
に
基
づ
く
地
域

の
姿
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「カキも止めて好い事です」と書いた栄一氏のはがき
（1940年3月6日、傍線は筆者による）

2011年3月の津波で被災した尾形家住宅

尾形栄一氏が書き残した昭和三陸津波の日の日記（資料はいずれも尾形家所蔵）
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○○してみました世界のフィールド

宇
う

田
だ

川
がわ

 妙
たえ

子
こ

イタリアの日本食ブームの
背後にあるもの

近
年
、
イ
タ
リ
ア
で
日
本
食
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
で
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、「
食
」
を
総
合
テ
ー
マ
と
し
た
二
〇
一
五
年
の
ミ

ラ
ノ
万
博
で
、
日
本
館
が
多
大
な
人
気
を
博
し
た
こ
と
が
大
き
く
報
道
さ
れ
た
た
め

だ
ろ
う
が
、
そ
の
実
態
は
想
像
と
少
々
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

若
い
世
代
の
ブ
ー
ム

ま
ず
、
イ
タ
リ
ア
の
日
本
食
は
（
少
な
く
と
も
今
は
）
外
食
に
特
化
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
健
康
的
で
自
然
な
日
本
食
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
イ
タ
リ
ア
で
も
流
布
し
、

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
食
品
を
扱
う
店
で
は
豆
腐
や
み
そ
が
売
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
購
入

者
の
多
く
は
菜
食
主
義
者
や
自
然
食
品
愛
好
家
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
一
般
家
庭
の
料

理
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ま
た
、
流
行
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
二
〇
一二
年
の
統
計
で
は
、
外
国
料
理
の
飲

食
店
の
う
ち
も
っ
と
も
多
い
の
は
中
国
料
理
の
三
二・四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
日
本

食
は
ま
だ
六・六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
現
在
は
さ
ら
に
増
え
て
い
よ
う

が
、
日
本
食
の
人
気
が
数
字
以
上
に
目
立
っ
て
見
え
る
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
ミ
ラ
ノ

や
ロ
ー
マ
等
の
都
市
に
集
中
し
、
し
か
も
若
い
世
代
を
中
心
と
す
る
ブ
ー
ム
ゆ
え
と

思
わ
れ
る
。
若
者
は
総
じ
て
新
し
い
も
の
に
敏
感
だ
が
、
今
の
世
代
は
さ
ら
に
ア
ニ

メ
等
で
日
本
の
文
化
や
情
報
に
親
し
ん
で
お
り
、
日
本
の
食
に
も
興
味
関
心
が
高
い
。

実
際
、
イ
タ
リ
ア
で
日

本
食
ブ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
の

は
二
〇
〇
〇
年
前
後
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
は
日
本
人
居

住
者
や
観
光
客
向
け
の
店
だ

け
だ
っ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
を

さ
か
い
に
イ
タ
リ
ア
人
を
対

象
と
す
る
店
が
急
に
増
え
て

き
た
。
今
で
は
、
寿
司
だ
け

で
な
く
鉄
板
焼
き
、
焼
き
鳥
、

外国人のあいだで日本食が好まれるようになって久しい。欧米を含め、海外でも日本食レス
トランが展開し、日本食はもはや「珍味」ではなくなった。筆者が訪れたイタリアでも同様だ。
日本食レストランに向かう人びとの心をつかんでいるのは何なのだろうか。

彼
女
の
甥お
い

で
日
本
食
好
き
の
三
十
歳
代
男
性
と
一
緒
に
、
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食

事
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
が
、
日
本
人
の
わ
た
し
を
前
に
気
恥
ず
か
し

い
と
断
り
つ
つ
も
、
日
本
食
が
二
度
目
の
わ
た
し
の
友
人
に
対
し
て
、
食
べ
方
、
食
材
、

歴
史
等
を
嬉き

き々

と
し
て
説
明
し
続
け
て
い
た
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
注

意
し
て
見
て
い
る
と
、
日
本
食
好
き
の
若
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
、
ニ
ギ
リ
、
ホ
ソ

マ
キ
、
ウ
ラ
マ
キ
、
ド
ン
ブ
リ
、
カ
ラ
ア
ゲ
等
の
日
本
語
や
日
本
食
の
知
識
が
想
像

以
上
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
う
し
た
食
の
知
識
を
め
ぐ
る
楽
し
み
が
、

彼
ら
の
日
本
食
好
き
に
は
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
、
日
本
食
は
お
い
し
い
と
言
う
。
し
か
し
、
寿
司
ネ
タ

や
ト
ッ
ピ
ン
グ
が
多
様
で
、
他
と
比
べ
て
も
メ
ニ
ュ
ー
の
数
が
多
く
、
そ
れ
ら
が
皿
の

上
に
美
し
く
並
べ
ら
れ
て
提
供
さ
れ
る
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
彼
ら
が
そ
れ
ら
を

前
に
う
ん
ち
く
を
語
り
合
っ
た
り
、
カ
ラ
フ
ル
な
写
真
付
き
の
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
あ
れ

こ
れ
選
ん
で
注
文
し
た
り
し
て
い
る
様
子
か
ら
は
、
食
を
知
識
と
し
て
楽
し
む
姿
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
食
の
楽
し
み
と
知
識
と
の
関
係
は
、食
の
セ
ン
ス
と
知
識
を
あ
わ
せ
も
っ

て
い
る
グ
ル
メ
と
い
う
存
在
が
す
で
に
あ
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
新
し
い
現
象
で
は
な

い
。
し
か
し
近
年
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
食
の
情
報
を
簡
単
に
入
手
で
き
、
誰

も
が
い
わ
ば
プ
チ
・
グ
ル
メ
に
な
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
イ

タ
リ
ア
で
も
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
S
N
S
に
長た

け
た
若
者
た
ち
の

あ
い
だ
で
こ
う
し
た
楽
し
み
方
が
広

ま
り
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
と

し
て
日
本
食
ブ
ー
ム
が
お
こ
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
イ
タ
リ
ア
で
日
本
食
が
十
分
に

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
を
判
断
す

る
の
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
。

民博 超域フィールド科学研究部

丼
物
等
、
多
様
な
料
理
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
ラ
ー
メ
ン
や
お
に
ぎ
り
の
専
門
店
も

あ
る
。
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
や
デ
リ
バ
リ
ー
を
積
極

的
に
導
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
い
ず

れ
も
利
用
者
の
年
齢
は
他
の
外
食
産
業
に
比

べ
る
と
圧
倒
的
に
低
い
。

食
べ
放
題
の
日
本
食

で
は
、
な
ぜ
若
者
た
ち
に
日
本
食
が
広
ま
っ
た
の
か
。
た
し
か
に
ア
ニ
メ
等
の
影

響
は
あ
る
も
の
の
、
実
際
の
日
本
食
好
き
に
は
意
外
と
ア
ニ
メ
愛
好
家
は
多
く
な
い
。

こ
れ
は
わ
た
し
個
人
の
印
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
二
〇
一二
年
に
イ
タ
リ
ア
の
日

本
食
に
つ
い
て
調
査
を
し
た
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
大
学
の
あ
る
学
生
の
卒
業
論
文
で
も
同
様

の
結
果
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
興
味
深
い
の
は
、
日
本
食
が
「
ピ
ザ

等
の
代
わ
り
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
日
本
食
レ
ス
ト
ラ

ン
の
多
く
は
定
額
料
金
で
食
べ
放
題
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
。
料
金
は
他

の
外
国
料
理
の
レ
ス
ト
ラ
ン
と
比
較
す
る
と
か
な
り
安
く
、
手
軽
に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

が
で
き
る
店
も
多
い
。

イ
タ
リ
ア
で
は
近
年
、
若
年
層
の
失
業
率
が
非
常
に
高
く
、
仕
事
が
あ
っ
て
も
そ

の
多
く
は
非
正
規
雇
用
の
た
め
、
若
年
層
の
生
活
難
が
大
き
な
社
会
問
題
の
ひ
と
つ

に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
彼
ら
に
、
日
本
食
は
経
済
的
な
意
味
で
も
支
持
さ
れ
て

い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
夕
食
は
友
達
と
一
緒
に
と
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
が
、
そ
の
際
、
ピ
ッ
ツ
ェ
リ
ア
代
わ
り
に
日
本
食
レ
ス

ト
ラ
ン
に
行
く
と
い
う
選
択
肢
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

知
識
を
楽
し
む

と
は
い
え
、
口
に
合
わ
な
け
れ
ば
流
行
る
わ
け
は
な
く
、
と
す

る
な
ら
ば
、
日
本
の
味
は
彼
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

五
年
前
、
わ
た
し
は
ロ
ー
マ
で
、
友
人
の
イ
タ
リ
ア
人
女
性
と
、

ローマの中心街にある日本食材の専門店。いわばマニア向けで、
寿司や日本酒の他に、寿司や団子の手作りセットなども置かれ
ていた（2017年）

イタリア、ローマ

日本食レストランのチラシの一部。メニューの表記を見ると、
アルファベットによる日本語名が英語やイタリア語よりも大
きく記載されている（ローマ、2017年）

ロ
ー
マ
、
エ
ウ
ル
に
あ
る
「
日
本
の
散
歩
道
」
と
い
う
名
を
も
つ
道
の
標
識
の
下

に
て
（
撮
影

：モ
ニ
カ
・
カ
ス
タ
ル
デ
ッ
リ
、
二
〇
〇
九
年
）

最近、イタリアのスーパーなどで売られている
カップ麺。ラーメンと焼きそばがある。かなり
塩味がきいている（ローマ、2016年）
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山
本
和
馬（
阪
神
虎
舞
）

　
金
﨑
亘（
大
槌
城
山
虎
舞
）

　
笹
山
政
幸 （
被
災
文
化
遺
産
所
在
調
査
専
門
調

査
委
員
）

　
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

　
司
会
　
寺
村
裕
史（
本
館 

准
教
授
）

み
ん
ぱ
く
映
画
会

「
願
い
と
揺
ら
ぎ
」

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
と
な
っ
た
宮
城
県
南
三

陸
町
の
波
伝
谷
を
舞
台
と
し
た
映
画「
願
い
と
揺

ら
ぎ
」を
と
お
し
て
、
住
民
を
つ
な
ぐ
地
域
文
化
の

役
割
を
考
え
ま
す
。

日
時
　

4
月
10
日（
土
）

 

12
時
45
分
〜
16
時
20
分（
12
時
15
分
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂

解
説
　
我
妻
和
樹（
映
画
作
家
）

司
会
　
日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

　
3
月
3
日（
水
）〜
9
日（
火
）

■
一
般
受
付

　
3
月
10
日（
水
）〜
4
月
2
日（
金
）

「
明
日
に
向
か
っ
て
曳
け

―
石
川
県
輪
島
市
皆
月
山
王
祭
の
現
在
」

「
明
日
に
向
か
っ
て
曳
け
」を
上
映
し
、
地
域
文
化

を
ど
の
よ
う
に
維
持
・
継
承
し
て
い
く
の
か
と
い

う
課
題
を
参
加
者
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

解
決
手
法
を
考
え
ま
す
。

日
時
　

4
月
24
日（
土
）

 

13
時
〜
16
時
30
分（
12
時
30
分
開
場
）

会
場
　
本
館
講
堂

解
説
　 

川
村
清
志（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館 

准
教

授
、
本
映
画
監
督
）

司
会
　
日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

【
申
込
期
間
】

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

3
月
17
日（
水
）〜
3
月
23
日（
火
）

■
一
般
受
付

3
月
24
日（
水
）〜
4
月
16
日（
金
）

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401
https://www.minpaku.ac.jp/

特
別
展

「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」

会
期
　

3
月
4
日（
木
）〜
5
月
18
日（
火
）

会
場
　
特
別
展
示
館

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

研
究
公
演

「
阪
神
虎
舞
み
ん
ぱ
く
公
演
」

阪
神
虎
舞
に
よ
る
演
舞
と
と
も
に
座
談
会
を
開
催

し
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
か
ら
10
年
の
経
過
の
な

か
で
、
東
北
と
関
西
を
結
び
つ
け
た
阪
神
虎
舞
結

成
の
物
語
を
紹
介
し
、
災
害
の
記
憶
へ
の
向
き
合

い
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
開
催
し
ま
す（
事

前
申
込
不
要
）。

日
時
　

3
月
6
日（
土
）13
時
20
分
〜
15
時

出
演
　
阪
神
虎
舞

座
談
会

「
芸
能
を
移
植
す
る

―
阪
神
虎
舞
の
試
み
」

パ
ネ
リ
ス
ト

　
橋
本
裕
之 （
大
阪
市
立
大
学
都
市
研
究
プ
ラ
ザ

特
別
研
究
員
、
坐
摩
神
社
権
禰
宜
）

　
中
川
眞 （ 

大
阪
市
立
大
学
都
市
研
究
プ
ラ
ザ
　

特
任
教
授
）

重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大予防の
ため、本館関連の催し物について、本
コーナーに掲載の情報も含め、急遽、
予定を変更する可能性がございます。
詳細につきましては、決まり次第本館
ホームページに掲載いたします。何卒
ご理解のほど、お願い申しあげます。

※
要
事
前
申
込（
先
着
順
、
定
員
1
6
0
名
）、
参

加
無
料（
会
場
参
加
の
方
は
要
展
示
観
覧
券
）

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
参
加
い
た
だ
け

ま
す（
要
事
前
申
込
、
先
着
順
、
定
員
3
0
0
名
）。

※
会
場
参
加
で
予
約
の
方
は
入
場
整
理
券
を
当
日

11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
配
布
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

本
人
を
含
む
2
名
ま
で（
会
場
参
加
の
み
）。
定
員

に
な
り
次
第
受
付
終
了
し
ま
す
。
右
記
の
該
当
期

間
中
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付

（
定
員
30
名
）

【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話
0
6
ー
6
8
7
7
ー
8
8
9
3
　

　（
9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

■
一
般
受
付

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ

イ
ト
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
メ
ー
ル
・
電
話
予
約（
会
場
参
加
の
み
）

【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
イ
ベ
ン
ト
予
約
受
付

　
メ
ー
ル yo

yaku-event@
m

inp
aku.ac.jp

　
電
話
0
6
ー
6
8
7
7
ー
8
8
9
4

　（
9
時
〜
16
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
、
11
時
か
ら
本
館
講
堂

前
に
て
当
日
参
加
を
受
け
付
け
ま
す
。

公
開
講
演
会

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
武
道
と
中
東
」

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
で
あ
る
2
0
2
1
年
。
本

講
演
会
は
、
空
手
の
中
東
へ
の
普
及
か
ら
、
中
東

と
日
本
を
つ
な
ぐ
人
と
文
化
の
往
来
を
描
き
出
し

ま
す
。
空
手
家
の
足
跡
と
社
会
的
背
景
か
ら
、
武

道
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
展
開
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。 

日
時 

3
月
19
日（
金
）18
時
30
分
〜
20
時
45
分

（
開
場
17
時
30
分
）

会
場 

オ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル

 

（
大
阪
市
北
区
梅
田
3
ー
4
ー
5
　
毎
日

新
聞
社
ビ
ル
B
1
）

講
演 

相
島
葉
月（
本
館 

准
教
授
）

 

小
倉
孝
保（
毎
日
新
聞
社 

論
説
委
員
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
リ
ス
ト

相
島
葉
月

小
倉
孝
保

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト（
関
西
大
学 

教
授
）

司
会
　
河
合
洋
尚（
本
館 

准
教
授
）

主
催
　
国
立
民
族
学
博
物
館
、
毎
日
新
聞
社

※
要
事
前
申
込
、
参
加
無
料

※
手
話
通
訳
あ
り

※
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
参
加
い
た
だ

け
ま
す
。

※
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込
み
い
た
だ

け
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先 

研
究
協
力
課
　
研
究
協
力
係

0
6
ー
6
8
7
8
ー
8
2
0
9

本
館
展
示
場
の
一
部
閉
鎖
に
つ
い
て

本
館
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル（
音
楽
展
示
、
言
語
展
示
、

ビ
デ
オ
テ
ー
ク
の
一
部
）の
た
め
、
左
記
の
期
間
、

展
示
場
の
一
部
を
閉
鎖
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

閉
鎖
期
間
　

3
月
24
日（
水
）ま
で

み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル「
万
博
記
念
公
園
駅
」と
み
ん
ぱ

く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
特
別
展「
復
興
を
支

え
る
地
域
の
文
化
」の
会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

※
急
遽
予
定
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
予
防
の
た
め
、

座
席
数
な
ど
が
従
来
の
運
行
と
異
な
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※ 

要
事
前
申
込（
先
着
順
）、
参
加
無
料（
展
示
を
ご
覧
に
な
る
方

は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
）

※ 

予
約
は
本
人
を
含
む
2
名
ま
で（
会
場
参
加
の
み
）。
定
員
に

な
り
次
第
受
付
終
了
し
ま
す
。
左
記
の
該
当
期
間
中
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
も
参
加
い
た
だ
け
ま
す（
要

事
前
申
込
、
先
着
順
）。

※ 

会
場
参
加
で
予
約
の
方
は
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本

館
2
階
に
て
配
付
し
ま
す
。

第
5
0
7
回 

 

3
月
20
日（
土
・
祝
）

 

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

【
特
別
展「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」関
連
】

牡
鹿
半
島
の
民
俗
誌

―
復
興
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

講
師 

加
藤
幸
治（
武
蔵
野
美
術
大
学 

教
授
）

 

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

会
場
　
本
館
セ
ミ
ナ
ー
室（
定
員
1
0
0
名
）

※ 

メ
イ
ン
会
場
が
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場
を
ご
案
内
し
ま
す
。

【
申
込
方
法
】

●
一
般
受
付

　
期
間
：
3
月
18
日（
木
）ま
で

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
60
名
）

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
当
日
参
加
申
込（
定
員
20
名
）

　
11
時
か
ら
本
館
2
階
セ
ミ
ナ
ー
室
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

※
友
の
会
電
話
先
行
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

第
5
0
8
回 

 

4
月
17
日（
土
）

 

13
時
30
分
〜
15
時（
13
時
開
場
）

【
特
別
展「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」関
連
】

双
葉
町
に
就
職
し
て

―
学
芸
員
の
視
点
か
ら

講
師 

星
洋
和（
双
葉
町
役
場 

教
育
総
務
課
）

 

日
髙
真
吾（
本
館 

教
授
）

会
場 

本
館
講
堂（
定
員
1
6
0
名
）

双
葉
町
の
学
芸
員
と
し
て
働
き
始
め
て
1
年
。
双
葉
町
に
お
け

る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
、
あ
る
い
は
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
の
事
故
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て
、
学
芸
員
の
視
点
か
ら
お
話

し
し
ま
す
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

会
場
　
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室

※ 

申
込
不
要
（
当
日
先
着
順
、定
員
各
日
42
名
）、参
加
無
料
（
要

展
示
観
覧
券
）

本
館
の
研
究
者
が
「
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
」「
調
査
し

て
い
る
地
域
／
国
の
最
新
情
報
」「
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
」

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

3
月
14
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分（
14
時
開
場
）

今
日
か
ら
は
話
せ
な
い
！
　
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
門
前
講
座

話
者
　
吉
岡
乾（
本
館 

准
教
授
）

3
月
28
日（
日
）14
時
30
分
〜
15
時
15
分（
14
時
開
場
）

ハ
ワ
イ
の
華
人
と
客
家

話
者
　
河
合
洋
尚（
本
館 

准
教
授
）

【
申
込
方
法
】

●
友
の
会（
維
持
会
員
・
正
会
員
）電
話
先
行
受
付（
定
員
30
名
）

　
期
間
：
3
月
15
日（
月
）〜
3
月
19
日（
金
）

【
申
込
先
】千
里
文
化
財
団
友
の
会
事
務
局

　
電
話
0
6
ー
6
8
7
7
ー
8
8
9
3

　（
9
時
〜
17
時
、
土
日
祝
を
除
く
）

●
一
般
受
付

　
期
間
：
3
月
22
日（
月
）〜
4
月
14
日（
水
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約（
定
員
1
0
0
名
）

み
ん
ぱ
く
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
イ
ベ
ン
ト
予
約
サ
イ
ト
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
当
日
参
加
申
込（
定
員
30
名
）

　
11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂
前
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
み
ん
ぱ
く

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜

17
時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

友
の
会
講
演
会

友
の
会
会
員
に
限
定
し
て
開
催
し
ま
す（
要
事
前
申
込
、
先
着
順
）。

受
付
フ
ォ
ー
ム
は
友
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
り
ま
す
。

※
3
月
は
午
前
中
に
開
催
し
ま
す
。

※
3
月
は
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
開
催
し
ま
す
。

第
5
1
0
回
　 

3
月
6
日（
土
）10
時
30
分
〜
11
時
40
分

【
特
別
展
「
復
興
を
支
え
る
地
域
の
文
化

―
3
・11
か
ら
10
年
」
関
連
】

災
害
を
後
世
に
伝
え
る

―
記
録
・
供
養
・
教
訓

講
師
　
林
勲
男（
本
館 

教
授
）

大
き
な
出
来
事
は
長
く
人
び
と
の
記
憶
に
留
ま
り
ま
す
が
、
決

し
て
永
遠
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
災
害
を
経
験
し
た
人
び
と

は
、
手
記
や
絵
図
、
石
碑
や
写
真
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
さ
ま

ざ
ま
な
手
段
を
用
い
て
記
録
に
残
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
出

来
事
を
後
世
に
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
災
害
で
亡
く
な
っ
た
人
を

供
養
し
、
教
訓
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
災
害
で
の
被

害
や
死
者
を
少
な
く
し
た
い
と
い
う
願
い
も
う
か
が
え
ま
す
。
今

回
は
、
津
波
常
襲
地
域
の「
津
波
碑
」に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

受
付
フ
ォ
ー
ム

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/510
to

m
o

/

第
5
1
1
回
　

4
月
3
日（
土
）13
時
30
分
〜
14
時
40
分

食
を
学
問
に
す
る

講
師
　
朝
倉
敏
夫（
本
館 

名
誉
教
授
）

S
D
G
s（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）の
17
の
目
標
に
は
食
と
つ
な

が
る
課
題
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
蔓
延
は
食
に
か
か
わ
る
産
業
や
生
活
様
式
に
大
き
な
影
響

を
与
え
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
る
に
は
食
を
総
合
的
に
研

究
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
い
ま
か
ら
半
世
紀
前
、
石
毛
直
道
は

「
食
は
文
化
で
あ
る
」と
提
唱
し
、
食
の
総
合
的
研
究
を
す
す
め

ま
し
た
。
い
ま
で
は
そ
れ
が
、
大
学
な
ど
で
も
学
ば
れ
る
学
問
分

野
に
成
長
し
ま
し
た
。「
食
」を
学
問
と
す
る
道
の
展
開
を
み
ん
ぱ

く
の
歩
み
を
中
心
に
た
ど
り
ま
す
。

【
聴
講
方
法
】

①
本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室
に
て
聴
講（
定
員
40
名
）

※
満
席
の
場
合
は
中
継
会
場（
定
員
17
名
）に
ご
案
内
し
ま
す
。

②
オ
ン
ラ
イ
ン（
ラ
イ
ブ
配
信
）で
の
聴
講

受
付
フ
ォ
ー
ム

http
s://w

w
w

.senri-f.o
r.jp

/511to
m

o
/

刊行物紹介

グローバル現象に対して全く正反対の
方向性を有する人類学者と会計学者に
よる、既存学問を変身させる（トランス
フォーマティブ）研究。人類学者の
フィールドワーク研究
の成果から会計学の会
計公準の変更に迫る。
企業中心に社会を考え
る「ビジネスセントリ
ズム」の蔓延を批判。

■出口 正之、藤井 秀樹 編著
『会計学と人類学のトランス
フォーマティブ研究』
清水弘文堂書房　3,850円（税込）
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木
を
編
ま
ぬ
モ
ン
ゴ
ル

―
草
原
の
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
文
化
の
あ
り
か

民
博 

超
域
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
研
究
部

島し
ま

村む
ら 

一い
っ

平ぺ
い

マ
イ
ナ
ス
三
〇
〜
五
〇
度
に
達
す
る
真
冬
の
寒
さ
か
ら

子
ウ
シ
や
子
ヒ
ツ
ジ
を
守
る
た
め
に
、
囲
い
に
牛
糞
を
ペ

タ
ペ
タ
と
く
っ
つ
け
て
防
寒
壁
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ

の
家
畜
の
囲
い
は
比
較
的
森
が
近
い
と
こ
ろ
に
居
住
す
る

遊
牧
民
た
ち
の
あ
い
だ
で
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ゴ
ビ

砂
漠
や
草
原
の
遊
牧
民
た
ち
は
木
で
は
な
く
石
で
作
る
こ

と
が
多
い
。
モ
ン
ゴ
ル
高
原
全
体
を
見
渡
し
た
場
合
、
む

し
ろ
こ
の
石
の
囲
い
、
つ
ま
り
石
垣
の
方
が
一
般
的
だ
と

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
が
ほ
ぼ
な
い
文
化

国
土
の
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
草
原
だ
と
い
わ
れ
る
大

草
原
の
国
、
モ
ン
ゴ
ル
。
年
間
平
均
降
水
量
が
二
〇
〇
〜

三
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
大
陸
性
の
ス
テ
ッ
プ
気
候

な
の
で
、
木
が
生
え
る
に
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
環
境

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
北
部
に
は
シ
ベ
リ
ア
に
続
く
針
葉
樹

林
帯
が
あ
る
。
ま
た
ハ
ン
ガ
イ
と
よ
ば
れ
る
森
林
ス
テ
ッ

プ
帯
で
は
、
シ
ベ
リ
ア
カ
ラ
マ
ツ
や
シ
ラ
カ
バ
、
ヤ
ナ
ギ
と

い
っ
た
木
も
生
え
て
い
る
。
と
は
い
え
木
が
貴
重
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
ん
な
国
に
木
の
枝
や
竹
、
草
、

藁わ
ら

な
ど
を
編
ん
で
作
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
文
化
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
事
実
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
よ
べ
そ
う
な
も
の

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

そ
ん
な
な
か
で
も
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
い
え
る
も
の
と
し

て
、
牛
ぎ
ゅ
う

糞ふ
ん

を
集
め
て
入
れ
る
ア
ラ
グ
と
よ
ば
れ
る
カ
ゴ
が

挙
げ
ら
れ
る
。
木
が
少
な
い
草
原
の
遊
牧
民
た
ち
は
乾
燥

し
た
牛
糞
を
拾
い
集
め
、
そ
れ
を
燃
料
と
し
て
煮
炊
き
に

使
っ
て
い
る
。
乾
い
た
牛
糞
は
ア
ル
ガ
ル
と
よ
ば
れ
、
た

だ
の
牛
糞
と

区
別
さ
れ
る
。

こ
の
ア
ル
ガ

ル
は
、
乾
燥

す
る
と
軽
く
、

燃
や
す
と
不

思
議
な
こ
と

に
な
ん
と
も

い
え
な
い
芳

香
が
漂
う
。
ア
ラ
グ
は
ヤ
ナ
ギ
の
枝
を
編
ん
で
作
ら
れ
る
。

ヤ
ナ
ギ
は
木
が
ほ
と
ん
ど
な
い
草
原
で
も
川
岸
に
自
生
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
家
畜
用
の
囲
い
だ
。

家
畜
の
囲
い
は
そ
も
そ
も
オ
オ
カ
ミ
か
ら
家
畜
群
を
守
る

た
め
、
あ
る
い
は
防
寒
壁
と
し
て
築
か
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
家
畜
の
囲
い
は
、
ヤ
ナ
ギ
や
シ
ラ
カ
バ
な
ど
を
も
じ
り

編
み
に
し
て
作
ら
れ
る
。
も
じ
り
の
目
に
横
棒
を
と
お
す

と
で
き
あ
が
り
で
あ
る
。

い
っ
て
よ
い
。
木
よ
り
石
の
方
が
手
に
入
り
や
す
い
か
ら

で
あ
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
風
住
居
、
ゲ
ル

あ
ま
り
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
文
化
が
な
い
モ
ン
ゴ
ル
の
な
か

で
も
遊
牧
民
の
移
動
式
住
居
ゲ
ル
は
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の

よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ゲ
ル
（
正
確
に
は
ゲ
ル
と
は

単
純
に
「
家
」
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
）
は
、
木
の
骨

組
み
に
フ
ェ
ル
ト
や
布
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
遊
牧

民
の
男
が
三
人
ほ
ど
い
れ
ば
、
約
一
時
間
で
組
み
立
て
た

り
、
解
体
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ゲ
ル
は
、
カ
ゴ
の
よ
う
に
木
を
組
み
合
わ
せ
た
ハ
ナ
と

よ
ば
れ
る
側
壁
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
ハ
ナ
は
折
り
た
た
み

式
の
格
子
で
あ
る
。
こ
れ
を
四
〜
六
枚
、
紐
で
つ
な
げ
て

円
形
に
す
る
と
壁
の
で
き
あ
が
り
で
あ
る
。
ゲ
ル
の
天
井

に
は
、
ト
ー
ノ
と
よ
ば
れ
る
円
形
の
天
窓
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
放
射
線
状
に
オ
ニ
と
よ
ば
れ
る
屋
根
木
が
八
八
本
、

カ
ゴ
状
の
ハ
ナ
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
る
。
骨
組
み
だ
け

を
見
る
な
ら
ば
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ゲ
ル
は
カ
ゴ
の
よ

う
な
構
造
を
し
て

い
る
が
、
ハ
ナ
と

い
う
壁
は
木
を
編

ん
で
作
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
木
の

交
差
部
分
に
は
小

さ
な
穴
が
空
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
ウ
デ
ル
と
よ
ば
れ
る
ラ
ク
ダ
の
革
か

ら
作
っ
た
留
め
具
を
と
お
し
て
二
本
の
木
を
繋つ
な

い
で
い
る
。

木
を
編
ま
ず
に
留
め
具
を
使
う
こ
と
で
、
蛇
腹
の
よ
う
に

自
由
に
伸
縮
す
る
構
造
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

木
を
編
ま
ぬ
以
上
、
ゲ
ル
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
よ
べ
ま

い
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
風
住
居
か
。

編
み
紐
模
様
の
文
化

木
が
あ
ま
り
生
え
な
い
が
ゆ
え
に
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
文
化

に
乏
し
い
モ
ン
ゴ
ル
。
じ
つ
は
そ
の
代
わ
り
、
別
の
「
編

む
文
化
」
が
発
達
し
て
い
る
。
紐
で
あ
る
。
遊
牧
民
は
家

畜
の
毛
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
紐
を
作
る
。
紐
の
編
み
方

は
多
種
多
様
だ
。
こ
う
し
た
紐
編
み
は
、
彼
ら
の
抽
象
的

な
デ
ザ
イ
ン
文
化
を
生
み
出
し
た
。
編
み
紐
模
様
の
こ
と

を
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
ヘ
ー
・
オ
ガ
ル
ズ
と
い
う
。
そ
の
な
か

で
も
ウ
ル
ズ
ィ
ー
・
ヘ
ー
は
、
安
寧
の
象
徴
と
し
て
ゲ
ル

の
天
窓
や
ド
ア
、
箪た
ん

笥す

な
ど
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

編
み
紐
模
様
は
非
常
に
種
類
が
多
く
、
そ
れ
だ
け
で
一

冊
の
本
に
な
る
く
ら
い
だ
。
木
を
編
ま
ぬ
モ
ン
ゴ
ル
に
お

け
る
バ
ス
ケ

タ
リ
ー
文
化

は
、
こ
の
抽

象
化
さ
れ
た

模
様
と
ゆ
る

や
か
に
繋
が

る
も
の
な
の

か
も
し
れ
な

い
。

ヤナギで作った家畜の防寒用の囲い（モンゴル、ドルノド県、2000年）

植
物
素
材
を
編
み
組
み
す
る
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
。
世
界
に
は
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
地
域
も
あ
る
が
、

そ
う
いっ
た
地
域
の
事
例
か
ら
は
、逆
に
バス
ケ
タ
リ
ー
の
定
義
や
、製
作
に
必
要
な
条
件
が
明
確
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

バ
ス
ケ
タ
リ
ー
に
通
じ
る
概
念
で
あ
る「
編
み
」の
文
化
に
も
視
野
を
広
げ
、
バ
ス
ケ
タ
リ
ー
と
は
何
か
を
考
え
る
。

牛糞を入れるカゴ、アラグ（中国、内モンゴル自治
区フルンボイル盟［現フルンボイル市］、1999年）

ゲルの格子状の壁ハナの接合部分。ラクダ
の革の留め具が見える（モンゴル、ドルノド
県、2000年）

天窓トーノに描かれた編み紐模様（モンゴル、ウ
ランバートル市の市場にて、2018年）

ゲルを組み立てているところ（モンゴル、ドルノド県、2002年）
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みんぱく回遊

入口から出口まで―研究者への変身
出
で

口
ぐち

 正
まさ

之
ゆき

民博 人類基礎理論研究部

椅
子
と
い
っ
た
民
族
文
化
を
表
象
す
る
よ
う
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
見
る
者
と
モ
ノ

と
の
関
係
を
問
い
直
す
姿
勢
が
あ
る
。「
外
部
者
」

で
あ
る
研
究
者
、
来
館
者
は
、
異
な
る
文
化
の
な

か
に
あ
る
「
知
ら
な
い
モ
ノ
」
と
遭
遇
す
る
。
こ

こ
は
「
知
ら
な
い
モ
ノ
」
と
出
会
っ
た
と
き
の
思

考
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
を
疑
似
体
験
し
て
も
ら
え

る
コ
ー
ナ
ー
だ
。「
似
て
い
る
？　

そ
れ
と
も
違

う
？
」
等
々
。
こ
こ
は
こ
の
よ
う
な
目
線
に
立
つ

こ
と
が
で
き
れ
ば
誰
も
が
研
究
者
に
「
変
身
」
で

き
る
空
間
な
の
で
あ
る
。

「
あ
れ
っ
」
と
思
っ
た
瞬
間

い
ろ
ん
な
博
物
館
を
回
る
と
、「
知
ら

な
い
知
識
に
出
会
い
、
勉
強
に
な
っ
た
」

と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。「
勉
強
に
な
っ

た
」
と
い
う
の
は
し
っ
か
り
と
記
憶
に
刻

ま
れ
や
す
く
、
あ
る
い
は
今
で
は
つ
い

S
N
S
で
書
き
込
ん
だ
り
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
他
方
で
、
ほ
ん
の
一
瞬
「
あ
れ
っ
」

と
思
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
場
で
は
深
く
考

え
も
し
な
か
っ
た
の
に
、
後
か
ら
ふ
っ
と

気
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

文
化
人
類
学
を
修
め
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
ジ
リ
ア
ン
・
テ
ッ
ト
が
『
サ
イ
ロ
・
エ

フ
ェ
ク
ト

―
高
度
専
門
化
社
会
の
罠
』

（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
六
年
）
の
な
か
で
強
調

し
た
の
が
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
れ
っ
」
と
思

う
外
部
の
目
線
、人
類
学
的
な
目
線
だ
っ
た
。

会
で
非
常
に
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

例
え
ば
、
今
年
三
月
か
ら
改
正
会
社
法
が
施
行
さ

れ
、
企
業
の
役
員
に
は
「
外
部
の
人
」
を
任
命
す

る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
た
。
会
社
法
の
改
正
は
、

文
化
人
類
学
者
が
意
識
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
文

化
人
類
学
が
社
会
に
与
え
た
影
響
の
ひ
と
つ
だ
と

わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

余
談
が
過
ぎ
た
が
、
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
展

示
こ
そ
研
究
者
の
目
線
そ
の
も
の
を
再
現
し
て
い

る
。
展
示
し
て
い
る
も
の
は
、
確
か
に
仮
面
、
棺ひ
つ
ぎ、

み
ん
ぱ
く
の
兄
弟
・
姉
妹

「
国
立
民
族
学
博
物
館
」
と
い
う
名
称
は
京
都
国

立
博
物
館
や
東
京
国
立
博
物
館
と
は
漢
字
が
五
つ

も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
立
博
物
館
と
み

ん
ぱ
く
は
と
て
も
近
い
関
係
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
文
化
庁
の
所
管

で
、
文
部
科
学
省
所
管
の
み
ん
ぱ
く
と
は
、
親
族

に
譬た
と

え
る
な
ら
ば
「
い
と
こ
」
ぐ
ら
い
の
関
係
に

な
る
。「
兄
弟
・
姉
妹
」
関
係
と
も
い
え
る
の
は
、

所
管
が
同
じ
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
基

礎
生
物
学
研
究
所
、
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究

機
構
の
各
施
設
、
国
立
天
文
台
な
ど
で
、
法
律
上

は
、「
大
学
に
お
け
る
学
術
研
究
の
発
展
等
に
資
す

る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
大
学
の
共
同
利
用
の
研
究

所
」
と
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
の
博
物
館
も
研
究
を
お
こ
な
っ

て
い
る
の
で
、
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
も
思

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
設
立
の
経
緯
が
異
な
っ
て

い
る
の
だ
。
展
示
の
こ
こ
か
し
こ
に
そ
の
こ
と
は

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

入
口ま

ず
、
入
口
。
観
覧
券
売
場
ま
で
の
無
料
ゾ
ー

ン
は
我
々
は
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
展
示
と
よ
ん

で
い
る
。
み
ん
ぱ
く
は
文
化
人
類
学
を
中
心
と
し

た
学
問
の
推
進
を
使
命
と
し
て
い
る
。
多
く
の
文

化
人
類
学
者
は
、
他
の
文
化
圏
に
入
り
込
ん
で
、

内
部
の
人
た
ち
と
は
異
な
る
目
線
を
も
つ
。

外
部
か
ら
の
目
線
と
い
う
の
は
、
近
年
、
実
社

〈本館展示場〉

観覧券売場

企
業
と
は
異
な
る
民
間
非
営
利
組
織
の
研
究
を

し
て
い
る
わ
た
し
の
経
験
で
い
う
と
、
例
え
ば
一

九
七
〇
年
の
大
阪
万
博
の
公
式
記
録
に
は
、
国
、

州
、
都
市
、
政
庁
、
国
際
機
関
、
企
業
が
パ
ビ
リ

オ
ン
を
出
し
た
と
書
い
て
あ
る
。
政
庁
と
は
、
香

港
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
は
都

市
と
さ
れ
、
香
港
は
政
庁
と
さ
れ
て
お
り
、
主
催

者
は
両
都
市
を
「
違
う
も
の
」
と
し
て
見
て
い
た

わ
け
だ
。
他
方
で
、
大
阪
万
博
に
は
少
な
く
な
い

社
団
法
人
や
財
団
法
人
、
つ
ま
り
企
業
で
は
な
い

民
間
非
営
利
組
織
が
パ
ビ
リ
オ
ン
を
出
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
主
催
者
に
は
こ
れ
ら
が
企
業
と
「
同

じ
も
の
」と
し
て
目
に
映
っ
て
い
た
。わ
た
し
が「
あ

れ
っ
」
と
思
う
瞬
間
で
あ
る
。

そ
し
て
出
口

み
ん
ぱ
く
の
展
示
の
出
口
は
日
本
の
文
化
展
示

に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
な
か
の
最
後
の
最
後

が
い
わ
ゆ
る
「
日
本
ら
し
い
も
の
」
が
な
い
ば
か

り
か
、
そ
れ
ま
で
の
他
の
地
域
の
展
示
と
も
よ
く

似
て
い
る
「
多
み
ん
ぞ
く
ニ
ホ
ン
」
の
コ
ー
ナ
ー
だ
。

出
口
を
出
る
と
き
に
、
展
示
を
見
て
「
勉
強
に

な
っ
た
」
こ
と
だ
け
を
思
い
出
す
の
で
は
な
く
、

何
と
な
く
「
あ
れ
っ
」
と
違
和
感
を
覚
え
た
こ
と

を
振
り
返
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、ぜ
ひ「
あ
れ
っ
」

と
思
っ
た
こ
と
を
文
字
化
し
て
み
て
ほ
し
い
。
そ

れ
こ
そ
が
み
ん
ぱ
く
が
「
い
と
こ
た
ち
」
の
博
物

館
と
異
な
る
法
律
に
基
づ
く
機
関
で
あ
る
こ
と
の

証
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

財団法人によるパビリオン「生活産業館」（写真提供：大阪府）

キリスト教の聖母祭壇
（日本、H0275032ほか）ほか

仮面「ランダ」
（インドネシア、H0090086）
ほか

関帝誕のポスター
（日本、H0269229）ほか

椅子
（コートジボワール、

H0237051）ほか

インフォメーション・ゾーン
イントロダクション

日本の文化展示
「多みんぞくニホン」セクション
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イ
ン
ド
の
首
都
デ
リ
ー
を
舞
台
に
、
名
門
小
学
校
へ
の
「
お

受
験
」
に
奔
走
す
る
夫
婦
を
コ
ミ
カ
ル
に
描
い
た
本
作
は
、
話

題
性
や
興
行
的
成
功
に
お
い
て
二
〇
一
七
年
を
代
表
す
る
イ
ン

ド
映
画
と
な
っ
た
。
夫
役
を
演
じ
た
主
演
の
国
際
派
俳
優
イ
ル

フ
ァ
ー
ン
・
カ
ー
ン
は
惜
し
く
も
二
〇
二
〇
年
に
五
三
歳
で
他

界
し
た
が
、
パ
キ
ス
タ
ン
女
優
サ
バ
ー
・
カ
マ
ル
と
の
軽
快
で

息
の
合
っ
た
演
技
が
本
作
で
は
光
っ
て
い
る
。

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ミ
デ
ィ
ア
ム
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
・
ミ
デ
ィ
ア
ム

今
日
、
国
際
的
な
巨
大
企
業
の
経
営
責
任
者
が
イ
ン
ド
出

身
者
で
あ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
イ
ン
ド
で
は
、
欧
米

の
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
が
高
く
、
ま
た
世
界
で
活
躍
す

る
I
T
技
術
者
も
多
数
輩
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、

初
等
教
育
か
ら
一
貫
し
て
英
語
を
教
授
言
語
と
す
る
「
イ
ン
グ

リ
ッ
シ
ュ
・
ミ
デ
ィ
ア
ム
・
ス
ク
ー
ル
」
の
存
在
が
あ
る
。
他
方
、

一
九
八
六
年
の
国
家
教
育
政
策
決
議
に
よ
っ
て
地
方
分
権
化
が

進
み
、
各
州
で
は
独
自
の
教
育
制
度
が
整
え
ら
れ
、
教
授
言
語

に
も
各
州
の
公
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
デ
リ
ー
の
場
合
で

あ
れ
ば
、ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
を
教
授
言
語
と
す
る
「
ヒ
ン
デ
ィ
ー・

ミ
デ
ィ
ア
ム
・
ス
ク
ー
ル
」
が
あ
る
。
作
品
内
で
は
、
前
者
が

私
立
名
門
校
、
後
者
が
公
立
校
（
政
府
系
の
学
校
）
と
し
て
象

徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
妻
ミ
ー
タ
は
幼
少
か
ら
の
英
語
教
育

が
そ
の
後
の
社
会
階
層
を
決
定
す
る
と
頑か
た
くな
に
信
じ
、「
公
立

護
者
を
対
象
と
し
た
模
擬
面
接
を
重
ね
る
が
、
そ
の
か
い
も
な

く
受
験
結
果
は
不
合
格
が
続
き
、
可
能
性
は
残
り
一
校
と
な
る
。

そ
ん
な
お
り
、
ラ
ー
ジ
の
会
社
の
従
業
員
が
社
会
的
弱
者
を

対
象
と
し
た
R
T
E
枠
（
詳
細
は
後
述
）
を
利
用
し
て
名
門
校

に
息
子
を
合
格
さ
せ
た
事
実
を
知
り
、
夫
婦
は
破
産
し
た
貧
困

者
を
装
っ
て
、
低
所
得
層
地
区
へ
と
再
び
引
越
し
を
す
る
。
経

済
的
・
物
質
的
な
貧
し
さ
に
直
面
し
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
一
家

は
隣
人
の
シ
ャ
ー
ム
一
家
の
助
力
を
え
て
、
最
後
の
一
校
を
受

験
す
る
準
備
を
進
め
て
い
く
。
シ
ャ
ー
ム
一
家
も

R
T
E
枠
で
息
子
を
名
門
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と

を
夢
見
て
い
た
が
、
ラ
ー
ジ
一
家
の
た
め
に
親
身

に
な
っ
て
何
度
も
助
け
船
を
出
し
て
く
れ
た
。

だ
が
名
門
校
の
抽
選
で
入
学
許
可
を
え
た
の

は
ピ
ア
だ
け
で
あ
っ
た
。
高
級
住
宅
地
に
戻
っ
た

夫
婦
は
、
不
正
で
え
た
入
学
資
格
や
本
来
享
受

さ
れ
る
べ
き
人
の
権
利
を
奪
っ
た
こ
と
に
対
す
る

罪
悪
感
に
苛さ
い
な
ま
れ
、
匿
名
で
の
寄
付
を
目
的
に

シ
ャ
ー
ム
の
息
子
が
通
う
公
立
校
を
訪
問
す
る
。

そ
こ
で
、
才
能
に
溢あ
ふ

れ
生
き
生
き
と
し
た
子
ど
も

た
ち
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
教
育
と
は
何

か
、
我
が
子
に
胸
を
張
れ
る
親
の
姿
と
は
ど
う
い

う
も
の
か
、
真
摯
に
見
つ
め
直
す
。

R
T
E
法
に
見
る
光
と
陰

本
作
が
話
題
を
集
め
た
要
因
は
、
現
在
の
イ

ン
ド
社
会
に
お
け
る
教
育
問
題
へ
の
関
心
の
高
さ

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
で
は
一
九

九
〇
年
代
の
経
済
自
由
化
政
策
以
降
、
ラ
ー
ジ

校
で
何
が
学
べ
る
？
　
人
と
話
せ
な
く
な
る
。
英
語
恐
怖
症
に

な
る
」
と
言
っ
て
、
夫
ラ
ー
ジ
の
反
対
を
押
し
切
り
、
愛
娘
ピ

ア
の
名
門
小
学
校
受
験
を
決
意
す
る
。

作
品
で
描
か
れ
る
三
つ
の
社
会
階
層

ラ
ー
ジ
夫
婦
は
と
も
に
オ
ー
ル
ド
デ
リ
ー
の
下
町
で
育
ち
、

ラ
ー
ジ
は
そ
こ
で
小
さ
な
仕
立
屋
か
ら
、
婚
礼
衣
装
な
ど
を
販

売
す
る
会
社
の
社
長
へ
と
一
代
で
財
を
築
き
、
下
町
で
は
慕
わ

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ミ
ー
タ
は
娘
の
将
来
を
心
配

す
る
あ
ま
り
、
名
門
校
に
近
い
南
デ
リ
ー
の
高
級
住
宅
街
へ
の

引
越
し
を
強
行
す

る
。
下
町
・
公
立

校
出
身
の
新
興
富

裕
層
で
あ
る
夫
婦

は
、
富
裕
層
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
適

応
し
よ
う
と
奮
闘

す
る
が
、
親
子
と

も
に
上
手
く
い
か

な
い
。
ま
た
名
門

校
受
験
の
塾
を
紹

介
さ
れ
、
夫
婦
は

そ
こ
で
何
度
も
保

の
よ
う
な
新
興
富

裕
層
や
中
間
層
の

台
頭
に
よ
っ
て
内

需
が
拡
大
し
、
経

済
が
活
性
化
し

た
が
、
そ
れ
は
各

世
帯
の
教
育
に
対

す
る
意
識
に
も
影

響
を
お
よ
ぼ
し
、

教
育
費
を
増
加

さ
せ
た
。

作
品
に
登
場

す
る
R
T
E
枠
と

は
、
二
〇
一
〇
年
に
施
行
さ
れ
た
「
無
償
義
務
教
育
に
関
す
る

子
ど
も
の
権
利
法
（
R
T
E
法
）」
の
第
一
二
条
に
基
づ
く
制
度

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
前
は
富
裕
層
が
独
占
し
て
き
た
、
国

や
州
の
補
助
金
を
受
け
な
い
認
可
私
立
校
で
あ
っ
て
も
、
入
学

定
員
の
少
な
く
と
も
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
近
隣
の
社
会
的
弱

者
層
か
ら
無
償
入
学
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
本
来
は
、
す
べ

て
の
子
ど
も
た
ち
に
義
務
教
育
の
権
利
を
と
い
う
大
義
で
制
定

さ
れ
た
法
制
度
で
あ
る
が
、
R
T
E
枠
を
め
ぐ
る
不
正
が
横
行

し
、
初
等
教
育
現
場
に
混
乱
を
招
い
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否

め
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
公
立
校
の
機
能
不
全
の
問
題
に
対

し
て
、
中
央
政
府
や
州
政
府
が
ど
の
よ
う
に
対
策
を
講
じ
て
ゆ

く
か
が
本
質
的
な
課
題
で
あ
る
。
本
作
は
名
門
校
至
上
主
義

や
公
立
校
に
対
す
る
偏
見
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
問
題
提
起
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

名
門
校
か
、
公
立
校
か
？

教
育
の
権
利
法
が
生
ん
だ
歪
み

岡お
か

田だ 

恵え

美み

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

M
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いことばの

西
にし

尾
お

 哲
てつ

夫
お

民博 グローバル現象研究部

び
と
と
し
て
登
場
す
る
。
な
か
に
は
人ひ
と

身み

御ご

供く
う

に
さ
れ

る
ム
ス
リ
ム
の
王
子
を
助
け
る
女
性
の
マ
ジ
ュ
ー
ス
も

お
り
、
多
く
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
て
幸
せ
に
暮
ら

す
。
訳
出
に
あ
た
り
、
マ
ジ
ュ
ー
ス
を
「
拝
火
教
（
徒
）」

と
し
た
。
ま
た
文
脈
に
よ
っ
て
は
マ
ジ
ュ
ー
ス
と
そ
の
ま

ま
に
し
た
。
現
代
世
界
で
は
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
時

の
言
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
マ
ジ
ュ
ー
ス
批
判
が
イ

ラ
ン
の
伝
統
文
化
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
間
接
的
に

は
シ
ー
ア
派
批
判
と
つ
な
が
る
か
ら
だ
。

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
（
拝
火
教
）
は
古
代
イ
ラ
ン
で
興
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
と
同
じ
く

「
啓
典
の
民
」
と
さ
れ
た
が
、
ア
ラ
ブ
征
服
後
に
は
シ
ー

ア
派
へ
の
改
宗
が
進
ん
だ
。
千
一
夜
で
は
、
初
期
の
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
導
く
べ
き
偶
像
崇

拝
者
と
し
て
描
か
れ
た
が
、
や
が
て
ム
ス
リ
ム
を
人
身

御
供
に
す
る
悪
逆
の
徒
と
な
る
。
後
期
の
編
集
で
は
、

こ
の
傾
向
が
さ
ら
に
顕
著
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化

の
要
因
と
し
て
は
、
現
実
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
と
の

関
係
性
が
希
薄
に
な
り
、
物
語
設
定
の
な
か
で
は
自
己

に
対た
い

峙じ

す
る
他
者
と
し
て
の
一
般
的
な
役
割
し
か
与
え

ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
異

世
界
と
の
中
間
に
あ
る
境
域
世
界
で
不
思
議
な
出
来
事

が
起
こ
る
設
定
に
な
っ
て
お
り
、
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア

が
そ
の
よ
う
な
物
語
空
間
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
を
犠
牲
に

す
る
マ
ジ
ュ
ー
ス
と
い
う
設
定
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ

ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
犠
牲
に
す
る

ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
い
う
設
定
と
、
歴
史
心
性
に
お
い
て
パ

ラ
レ
ル
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
山
の
あ
な
た
の
空
遠
く
／
『
幸
さ
い
は
ひ』

住
む
と
人
の
い
ふ
。」

と
は
カ
ー
ル
・
ブ
ッ
セ
（
上
田
敏
訳
）
の
有
名
な
詩
だ
が
、

は
る
か
か
な
た
の
地
に
は
善
き
も
の
が
す
む
と
同
じ
く
、

悪
し
き
も
の
も
す
む
と
思
う
の
が
人
の
世
の
な
ら
い
だ
。

最
古
の
起
源
は
古
代
イ
ラ
ン
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア

ま
で
遡
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
と
ま
っ
た
物
語
と

し
て
は
一
五
世
紀
ご
ろ
の
手
稿
本
が
今
に
伝
わ
る
『
千
一

夜
物
語
（
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
）』
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
八

世
紀
初
頭
に
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ガ
ラ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
語

に
翻
訳
し
て
、今
で
は
誰
も
が
知
る
世
界
文
学
に
な
っ
た
。

わ
た
し
は
こ
れ
を
現
代
の
日
本
人
が
楽
し
め
る
よ
う

に
読
み
や
す
い
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
一
五
世
紀
の
ア
ラ

ビ
ア
語
手
稿
本
、
一
八
世
紀
初
頭
の
ガ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス

語
訳
初
版
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
価
値
観
や

世
界
観
を
塩あ
ん

梅ば
い

し
な
が
ら
訳
出
を
進
め
た
。
と
言
え
ば
、

単
純
な
作
業
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
世
の

口
語
ま
じ
り
の
ア
ラ
ビ
ア
語
、
宮
廷
風
の
も
っ
て
ま
わ
っ

た
こ
と
ば
遣
い
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
だ
け
で
も
至
難

の
わ
ざ
だ
。
加
え
て
、中
世
ア
ラ
ブ
世
界
、近
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
世
界
、
現
代
日
本
と
い
う
時
代
と
地
域
を
超
越
し
た

三
つ
の
世
界
に
暮
ら
す
人
び
と
の
心
性
を
加
味
し
な
が

ら
訳
語
を
決
め
る
の
が
大
変
だ
っ
た
。

民
族
集
団
の
呼
称
は
特
に
や
っ
か
い
で
あ
る
。
一
例

を
あ
げ
よ
う
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
マ
ジ
ュ
ー
ス
と
い
う
こ
と

ば
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
マ
ギ
（m

ag
e

）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

現
代
フ
ラ
ン
ス
語
の
辞
書
に
は
、
拝
火
教
徒
、
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
徒
、
マ
ギ
、
魔
術
師
な
ど
の
こ
と
ば
が
な
ら
ぶ
。

新
約
聖
書
で
お
な
じ
み
の
「
東
方
の
三
博
士
」
も
ギ
リ

シ
ア
語
の
マ
ゴ
イ
、
ラ
テ
ン
語
の
マ
ギ
な
の
だ
。『
千
一

夜
物
語
』
で
は
基
本
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
敵
対
す
る
人

『ガラン版  千一夜物語』
翻訳裏話
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交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「日本庭園前」下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。
●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

3月に始まる特別展「復興を支える地域の文化―3.11から
10年」に合わせ、特集「地域の記憶と向き合う」を組んだ。展
示のイメージカラーである三

さん

陸
りく

の海の瑠璃色のように、内容は
濃く深い。双

ふた

葉
ば

町
まち

の人びとの帰還をめぐる葛藤は背筋を正して
読まずにはいられない。石

いしのまき

巻における「資料の全貌を知る職員
は定年を迎え、数名をのこすばかり」という件

くだり

には 10年の歳
月と苦闘が凝縮されている。他方、故郷を離れて暮らす身には、
気
け

仙
せん

沼
ぬま

の網元が 1933年の津波後、地元を離れることで災害復
興をめざしたようだという指摘に救われる。返礼品ばかりが話
題となる「ふるさと納税」も、本来は外から地域を支えるしく
みだった。関連イベントも盛りだくさんの特別展である。是非
おこしいただきたい。
本誌編集を進めていた 2月 13日（土）、福島県沖を震源地と

する大規模な地震が発生した。被害にあわれた方にお見舞い申
し上げます。（南真木人）
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みんぱくをもっと楽しみたい方のために
国立民族学博物館友の会のご案内
友の会は、みんぱくの活動を支援し、博物館を楽しく積極
的に活用するためにつくられました。
毎月『月刊みんぱく』をお届けするほか、さまざまなサービ
スをご用意しております。

維持会員・正会員
『月刊みんぱく』の送付／友の会機関誌『季刊民族学』の送付
／本館展示の無料観覧／特別展観覧料の割引／友の会講演
会への参加／研究者同行の国内外研修旅行への参加　など

ミュージアム会員
『月刊みんぱく』の送付／本館展示の無料観覧／特別展観
覧料の割引／友の会講演会への参加　など

繰り返し入館できるみんぱくフリーパスや、学校・学部
単位で利用できるキャンパスメンバーズなど各種会員種
別もございます。目的にあわせてご利用ください。

詳細は、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）

●表紙 右上：城山虎舞の演舞（撮影：日髙真吾、2017年）
 右下：尾形家住宅のまわりで生活資料を集める（撮影：葉山茂、2011年）
 左上：石巻市の廃校を利用した収蔵庫（撮影：佐藤麻南、2020年）
 左下：いわき市内で開催されている双葉町ダルマ市
  （提供：双葉町教育委員会、2019年）

2021年 2月号インフォメーションページの内容に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
P12　研究公演「阪神虎舞みんぱく公演」でおこなう座談会のパネリスト2名の氏名、
肩書きを下記のとおり訂正いたします。
　誤） ・中川真（大阪市立大学都市研究プラザ 特任教授）  
　  　 ・金﨑亘（城山虎舞保存会）
　正） ・中川眞（大阪市立大学都市研究プラザ 特任教授）  
　       ・金﨑亘（大槌城山虎舞）



復興を支える
地域の文化

│ 3.11から10年
編者 日髙真吾
発行 国立民族学博物館

176 頁、A4 判
価格1,800 円（＋税）

特別展図録

記憶をつなぐ

│津波災害と文化遺産
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関連書籍

復興を支える地域の文化
――3.11から10年

—特別展 —

2011年の東日本大震災では、復興の原動力としての「地域文化」に
大きな注目がよせられました。本展示では東日本大震災から10年が
経つ今、災害からの復興を支える地域文化をめぐる活動について、
あらためて振り返ります。また、豊かな社会の礎となる地域文化の
大切さとその継承について考えていきます。

◆会期： 2021年3月4日（木）～5月18日（火）
◆会場：国立民族学博物館 特別展示館

展示構成

プロローグ  津波の記憶
第１章  復興を後押しする地域文化の可能性――郷土芸能の持つ力
第２章  地域文化を再生する
第３章  災害を契機とした地域文化の再発見
第４章  災害に備えて

エピローグ  地域文化の継承――人と人をつなぐもの

地域の復興を後押しする郷土芸能、鵜鳥神楽


