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2
0
1
1
年
3
月
11
日
午
後
2
時
46
分
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、地
震
、津
波
、原
発
事
故
な
ど
の
被

害
の
規
模
や
内
容
が
、広
域
に
わ
た
っ
て
複
雑
に
絡
み
合
う
こ
と
に
よ
り
、被
害
の
あ
り
か
た
は
地
域
ご
と
に
き
わ

め
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
。原
発
事
故
の
影
響
な
ど
い
ま
だ
に
進
行
形
の
被
害
も
あ
り
、そ
の
全
体
像
を
把
握

す
る
こ
と
は
4
年
を
経
た
時
点
で
も
困
難
な
状
態
で
あ
る
。私
た
ち
の
社
会
が
直
面
し
た
、こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の

極
限
状
態
の
中
で
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
何
が
起
き
た
の
か
、何
を
失
い
、何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
か
。そ
れ
を
あ
ら

た
め
て
振
り
返
る
こ
と
で
、こ
れ
か
ら
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
社
会
の
な
か
で
果
た
す
べ
き
役
割
を
、も
う
一
度
し
っ
か

り
と
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

仙
台
・
宮
城
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ア
ラ
イ
ア
ン
ス（
S
M
M
A
）は
、そ
の
出
版
物
で
あ
る『
せ
ん
だ
い
ノ
ー
ト
』に
お
い
て
、

東
北
6
県
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
震
災
直
後
の
再
開
状
況
を
調
査
し
公
開
し
た
。さ
ら
に
、S
M
M
A
参
加
館
を
中

心
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
被
災
の
状
況
と
再
開
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
ウ
ェ
ブ
上（http://w

w
w

.sm
m

a.jp

）に
公
開
し
て
き
た
。そ

れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、こ
の
パ
ネ
ル
展
示
は
、岩
手
、宮
城
、福
島
3
県
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
い
て
、震
災
に
関
連

し
て
起
き
た
い
く
つ
か
の
出
来
事
を
と
り
あ
げ
、テ
ー
マ
ご
と
に
そ
の
概
略
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。こ
こ
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
全
体
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
く
、ま
た
取
り
上
げ
方
も
言
葉
足
ら
ず
で
、

一
面
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
点
は
ど
う
か
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
み
な
ら
ず
、芸
術
や
文
化
の

分
野
は
人
々
の
命
や
暮
ら
し
を
直
接
左
右
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、緊
急
時
に
は
と
も
す
れ
ば
後
回
し
に
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
し
、防
災
上
の
大
き
な
役
割
を
担
え
る
わ
け
で
も
な
い
。そ
れ
で
も
、こ
の
震
災
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て

社
会
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
、被
災
か
ら
再
開
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

社
会
に
お
け
る
存
在
基
盤
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

は
じ
め
に



震
災
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
た
ら
し
た
ダ
メ
ー
ジ
は
多
様
だ
が
、

こ
こ
で
は
、岩
手
、宮
城
、福
島
3
県
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
う
ち
、

被
災
か
ら
再
開
ま
で
1
0
0
日
以
上
か
か
っ
た
施
設
を
抽
出
す
る
こ
と
で
、

被
災
の
概
略
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

地
震
、津
波
、原
発
事
故
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
被
災
状
況
の
違
い
が
、

そ
の
後
の
プ
ロ
セ
ス
へ
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
ち
ろ
ん
早
く
開
館
で
き
た
と
こ
ろ
に
も
重
要
な
記
憶
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、

こ
の
一
覧
が
す
べ
て
を
語
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
ご
承
知
の
う
え
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章

被
害
の
概
要

一* 明記のないものは筆者撮影
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〇四　｜　第一章　｜　被害の概要

東日本大震災における
岩手、宮城、福島県の
ミュージアム被災状況

震度

津波被災

文化財レスキュー事業（文化庁）

再開までの日数

再開まで100日以上要した館を抽出
（2015年2月時点で被災・再開状況が
確認できたミュージアムを掲載）

● 各ミュージアムの名称と位置は2011年3月11日時点のものです

* 震災後に館名を
  「気仙沼シャークミュージアム」と変更し、再開
** 震災後に移設、
 館名を「相馬市歴史資料収蔵館」と変更し、再開

楢葉町歴史資料館

相馬市歴史民俗資料館**

南相馬市博物館

双葉町歴史民俗資料館

富岡町歴史民俗資料館

大熊町民俗伝承館

福島市写真美術館

郡山市立美術館

環境水族館
アクアマリンふくしま

仙台市歴史民俗資料館

社会福祉法人共生福祉会
福島美術館

仙台市科学館

東北福祉大学
芹沢銈介美術工芸館

東北大学総合学術博物館

久慈地下水族科学館 もぐらんぴあ
1: P08

2

15: P09

16: P18, 23

17

18: P07, 12, 23

19

20: P19

4

6: P29

5

7: P07, 24, 27

8

9: P12, 23

10

21

22: P07

23

24: P23

25: P23

26: P14, 23

27

28

29: P09, 17

11: P07, 22

12

13: P07, 17

14: P17

山田町立鯨と海の科学館

大船渡市立博物館

気仙沼リアスシャークミュージアム*

歌津魚竜館

おしかホエールランド

宮城県慶長使節船ミュージアム 
（サン・ファン館）

陸前高田市立博物館

陸前高田市海と貝のミュージアム

リアス・アーク美術館

マリンピア松島水族館

奥松島縄文村歴史資料館

石ノ森萬画館

5- ?

5- ?

6- ?

6-

3
釡石市郷土資料館

6- 322

6- 124

6- 1117

6+ 967

6- 504

石巻文化センター

6- 111

6- 207

6- 111

6- 648

6- 119

6- ?

6- 126

6- 150

6+

6+

?6+

?6+

6+ 616

6- 1232

6- 125

6- 372

6- 42

6+ ?

6- ?

6+ ?
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ア
ム
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〇六　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

せんだいメディアテーク  机の下に隠れる人 （2011年3月11日）
撮影：越後谷 出
提供：3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）

避
難
誘
導

│ 

│

　

多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
と
っ
て
、平
日
の
午
後
で

比
較
的
利
用
者
の
少
な
い
時
間
帯
で
あ
っ
た
が
、突

然
襲
っ
て
き
た
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
大
き

な
揺
れ
と
、そ
れ
に
と
も
な
う
展
示
物
の
転
倒
や
施

設
、設
備
類
の
破
損
、追
い
打
ち
を
か
け
る
停
電
、さ

ら
に
沿
岸
部
を
襲
っ
た
巨
大
な
津
波
の
な
か
で
、と
も

か
く
利
用
者
と
と
も
に
、そ
れ
ぞ
れ
目
の
前
の
危
険

を
回
避
す
る
こ
と
に
精
一
杯
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

今
回
の
震
災
で
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
利
用
者
が
館
内
で
被

災
し
た
例
は
幸
い
な
こ
と
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が
、

陸
前
高
田
市
と
石
巻
市
で
は
津
波
に
よ
っ
て
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
ス
タ
ッ
フ
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

　

地
震
や
津
波
を
想
定
し
た
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、各

地
域
、各
館
ご
と
に
少
な
か
ら
ず
用
意
さ
れ
て
い
た
は

ず
だ
が
、東
日
本
大
震
災
の
破
壊
力
は
、そ
の
想
定
範

囲
の
ど
れ
を
も
大
き
く
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。ま
し

て
原
子
力
発
電
所
の
事
故
な
ど
誰
も
想
像
す
ら
で
き

な
か
っ
た
。せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
は
、そ
の
規
模

と
内
容
か
ら
、大
地
震
を
想
定
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り

と
避
難
誘
導
訓
練
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
施
設
に
指
定

さ
れ
て
い
た
が
、地
震
の
揺
れ
に
よ
っ
て
火
災
報
知
器

が
誤
作
動
し
た
こ
と
で
、避
難
誘
導
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

機
能
し
な
か
っ
た
点
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。マ
ニ
ュ

ア
ル
も
訓
練
も
も
ち
ろ
ん
大
切
だ
が
、あ
の
日
多
く
の

人
々
が
つ
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、想
定
を
は
る
か
に
超

え
る
事
態
に
対
し
て
、し
か
も
そ
れ
が
同
時
多
発
す
る

状
況
に
対
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
が
ど
こ
ま
で
適
切

に
対
処
で
き
る
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。

1被
災
直
後
の
状
況
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命
を
守
る
た
め
に

│ 

│

　

そ
れ
ぞ
れ
の
居
場
所
も
、電
気
も
交
通
も
情
報
も
、

と
に
か
く
当
た
り
前
に
存
在
し
て
い
た
生
活
イ
ン
フ
ラ

の
ほ
と
ん
ど
が
破
壊
さ
れ
、寸
断
さ
れ
た
な
か
で
、多

く
の
人
々
が
求
め
た
の
は
少
し
で
も
安
全
に
夜
を
明

か
す
た
め
の
避
難
場
所
で
あ
る
。比
較
的
頑
丈
な
造

り
の
公
共
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
、当
面
の
居
場
所
を

求
め
に
来
る
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
。石
巻
市
の
宮
城

県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
サ
ン・フ
ァ
ン
館
）は
津

波
の
破
壊
を
免
れ
た
展
望
棟
に
近
隣
住
民
が
避
難
所

と
し
て
5
ヶ
月
以
上
生
活
し
た
。同
じ
く
北
上
川
の

中
州
に
あ
る
石
ノ
森
萬
画
館
に
は
、流
れ
つ
い
た
人
や

中
州
を
脱
出
で
き
ず
に
と
り
残
さ
れ
た
40
名
の
被
災

者
が
最
上
階
の
カ
フ
ェ
に
避
難
し
、自
衛
隊
に
救
出
さ

れ
る
ま
で
の
5
日
間
を
過
ご
し
て
い
る
。相
馬
市
歴

史
民
俗
資
料
館（
現
・
相
馬
市
歴
史
資
料
収
蔵
館
）は
、津

波
や
原
発
事
故
に
よ
る
地
域
の
被
災
者
の
避
難
所
と

し
て
約
5
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
、仙
台
市
富

沢
遺
跡
保
存
館（
地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）に
は
、近
隣

の
住
民
が
避
難
し
て
き
た
た
め
、５
日
間
ラ
ウ
ン
ジ
を

仮
の
避
難
所
と
し
て
開
放
し
て
い
る
。そ
の
ほ
か
、宮

城
県
美
術
館
や
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
で
は
、

帰
宅
困
難
な
市
民
や
学
生
の
緊
急
避
難
所
と
し
て
も

一
時
的
に
場
所
を
提
供
し
た
。

　
一
方
で
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
構
造
を
持

つ
施
設
も
多
く
、使
用
に
あ
た
っ
て
は
専
門
家
に
よ
る

安
全
確
認
が
あ
ら
た
め
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。気
仙
沼
市
の
リ
ア
ス・
ア
ー
ク

美
術
館
で
は
、安
全
確
認
が
と
れ
な
い
状
態
で
避
難

住
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
、せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
で
も
、大
規
模
災
害

時
に
予
定
さ
れ
て
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設

置
が
、専
門
家
に
よ
る
施
設
の
安
全
確
認
を
待
て
な

い
こ
と
か
ら
見
送
ら
れ
、第
二
候
補
の
施
設
に
置
か
れ

た
経
緯
も
あ
る
。こ
う
し
た
判
断
は
当
然
の
こ
と
で

は
あ
る
が
、し
か
し
公
共
の
施
設
で
あ
る
以
上
、い
ざ

と
い
う
と
き
に
は
、施
設
の
設
置
目
的
や
運
営
上
の

管
理
責
任
を
越
え
て
、居
合
わ
せ
た
人
、通
り
か
か
っ

た
人
の
命
を
守
れ
る
場
所
で
あ
り
た
い
し
、そ
の
た
め

の
準
備
を
怠
っ
て
は
な
る
ま
い
。社
会
に
だ
い
ぶ
浸
透

し
、整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
よ
う

な
考
え
方
を
、障
が
い
の
あ
る
人
だ
け
で
な
く「
災
害

時
の
す
べ
て
の
人
」に
向
け
、あ
ら
た
め
て
拡
大
し
て
考

え
て
い
く
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

避難した人々 の洗濯物が並ぶ
宮城県慶長使節船ミュージアム

提供：公益財団法人慶長遣欧使節船協会
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翌
日
か
ら

│ 

│

　

津
波
の
深
刻
な
被
害
が
及
ば
な
か
っ
た
地
域
で
は
、

翌
朝
に
な
る
と
ス
タ
ッ
フ
や
関
係
者
の
安
否
確
認
や

諸
々
の
被
害
状
況
の
確
認
が
始
ま
る
。よ
う
や
く
事

の
重
大
さ
が
少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
な
か
で
、と
り
あ

え
ず
何
か
ら
手
を
つ
け
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
寸
断
さ
れ
た
状
態
で
で

き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
た
。津
波
被
災
地
を
除
き
、

電
気
が
復
旧
す
る
ま
で
概
ね
3
、4
日
程
度
か
か
っ
て

い
る
が
、そ
れ
ま
で
の
あ
い
だ
は
ほ
と
ん
ど
動
き
の
と

り
よ
う
が
な
い
状
態
が
続
い
た
。

　

そ
の
一
方
で
、津
波
が
町
ご
と
押
し
流
し
た
地
域
で

は
、人
々
は
お
互
い
の
安
否
確
認
も
で
き
な
い
ま
ま
、

い
ま
を
生
き
る
た
め
の
、あ
る
い
は
助
け
る
た
め
の
闘

い
が
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。さ
ら

に
、11
日
の
夜
か
ら
緊
急
事
態
が
告
げ
ら
れ
て
い
た
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
は
12
日
、つ
い
に
1
回
目
の
水

素
爆
発
を
起
こ
し
た
。半
径
20
㎞
以
内
に
出
さ
れ
た

避
難
指
示
に
よ
っ
て
、人
々
は
と
る
も
の
も
と
り
あ
え

ず
家
を
、職
場
を
離
れ
た
。津
波
に
よ
り
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、原
発
事
故
に
よ
り
立
ち

入
り
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
地
域
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
は
、そ
の
後
4
年
経
過
し
た
今
も
、ま
だ
再
開
す

る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。

　

こ
の
時
期
、被
災
地
域
の
最
優
先
課
題
は
、ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
で
あ
り
、被
災
し
た
人
の
救
援
で
あ

り
、緊
急
に
設
け
ら
れ
た
避
難
所
の
支
援
で
あ
る
。し

た
が
っ
て
公
立
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ス
タ
ッ
フ
も
自
治

体
の
職
員
と
し
て
、こ
れ
ら
の
活
動
に
従
事
し
、そ
れ

は
最
低
限
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
徐
々
に
復
旧
し
て
避

難
所
の
ピ
ー
ク
が
過
ぎ
る
ま
で
続
い
た
。

被
害
状
況
の
把
握
と

救
援
への
動
き

［右］せんだいメディアテーク
休館の張り紙
提供：せんだいメディアテーク
─
［左］大破した久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ
提供：ダナスプランニング

2



〇九　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

展
示
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

│ 

│

　

施
設
の
損
壊
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、電
源
が
遮
断

さ
れ
た
こ
と
、水
が
使
え
な
い
こ
と
は
、と
り
わ
け
生

物
展
示
を
行
う
動
物
園
や
水
族
館
に
と
っ
て
深
刻
な

問
題
と
な
っ
た
。

│ 

│

環
境
水
族
館
ア
ク
ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま﹇
右
上
﹈

震
度
6
弱
の
地
震
、4 

m
を
超
え
る
津
波
に
よ
り
、環
境
水
族
館

ア
ク
ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
は
電
源
を
喪
失
し
、展
示
生
物
の
多
く

を
失
っ
た
。38
種
2
2
2
点
の
生
物
を
全
国
7
カ
所
の
水
族
館
・

動
物
園
に
避
難
さ
せ
た
。写
真
は
循
環
が
止
ま
っ
た「
潮
目
の
大

水
槽
」。

マ
リ
ン
ピ
ア
松
島
水
族
館﹇
左
上
﹈

マ
リ
ン
ピ
ア
松
島
水
族
館
に
も
津
波
が
襲
い
多
く
の
魚
が
死
ん

だ
が
、発
電
設
備
が
無
事
で
水
槽
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る

こ
と
が
で
き
た
。残
っ
た
ポ
ン
プ
を
あ
り
合
わ
せ
の
道
具
で
修
理

す
る
な
ど
し
て
、2
0
1
1
年
4
月
23
日
に
は
再
オ
ー
プ
ン
に

こ
ぎ
つ
け
た
。

仙
台
市
八
木
山
動
物
公
園﹇
右
下
﹈

物
流
の
停
止
に
よ
り
餌
類
の
納
入
も
止
ま
っ
た
。仙
台
市
八
木
山

動
物
公
園
は
日
本
動
物
園
水
族
館
協
会
に
餌
の
支
援
を
要
請
。

支
援
は
2
0
1
1
年
3
月
18
日
か
ら
4
月
4
日
ま
で
、4
回
に

わ
た
り
続
い
た
。

地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム﹇
左
下
﹈

旧
石
器
時
代
の
遺
跡
を
保
存・展
示
す
る
地
底
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
は
、停
電
で
ポ
ン
プ
が
止
ま
り
、遺
跡
面
が
地
下
水
に
侵
さ
れ
る

危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、直
前
で
電
気
が
復
旧
し
事
な
き
を
え
た
。

提供：環境水族館アクアマリンふくしま提供：マリンピア松島水族館

提供：仙台市八木山動物公園提供：地底の森ミュージアム



一〇　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

は
じ
め
の
一
歩

│ 

│

　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
文
化
財
の
被
害
に
関
す
る
具
体

的
な
取
り
組
み
は
、ま
ず
は
生
物
展
示
の
危
機
を
乗

り
越
え
る
た
め
の
緊
急
の
支
援
に
始
ま
り
、そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
最
低
限
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
あ
る
程
度
復

旧
し
た
頃
か
ら
、よ
う
や
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
全
般
の
復

旧
に
向
け
て
動
き
始
め
た
と
言
え
る
。こ
う
し
た
被

災
地
の
状
況
変
化
に
呼
応
す
る
形
で
、全
国
的
な
支

援
の
動
き
も
始
ま
っ
て
い
く
。

　

3
月
の
後
半
に
な
る
と
、情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活

用
し
て
、被
災
地
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
状
況
確
認
と
情

報
共
有
を
進
め
る
動
き
が
全
国
的
な
規
模
で
始
ま
っ

た
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
リ
ン
ク
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た「
東
日
本
大
震
災 

博
物
館
情
報（http://

japan-m
useum

.com

）」や
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
限
ら
ず
、

図
書
館
や
文
書
館
、公
民
館
な
ど
の
文
化
施
設
の
被

災
状
況
、さ
ら
に
は
支
援
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
の
共
有
を
め
ざ
す「saveM

LAK

（http://savem
lak.

jp

）」な
ど
が
、全
国
の
協
力
者
の
力
を
集
め
な
が
ら
情

報
発
信
を
開
始
し
た
ほ
か
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
め
ぐ
る

さ
ま
ざ
ま
な
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
被
災
状
況
の
情
報
の

収
集
・
発
信
に
取
り
組
み
始
め
た
。

　

な
お
、こ
う
し
た
支
援
活
動
を
立
ち
上
げ
て
い
く
な

か
で
、い
く
つ
か
の
も
ど
か
し
さ
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。一つ
は
情
報
の
問
題
。

被
災
地
が
実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
な
っ
て
い
る
か
把
握

で
き
な
い
こ
と
。だ
か
ら
こ
そsaveM

LAK

の
よ
う
な

活
動
が
真
っ
先
に
立
ち
上
が
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。

二
つ
め
は
気
持
ち
の
問
題
。遠
隔
地
に
あ
っ
て
被
災
地

の
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
把
握
で
き
な
い
な
か
で
、文
化
の

復
興
が
被
災
者
に
望
ま
れ
る
こ
と
な
の
か
と
い
う
問

い
に
向
き
合
い
つ
つ
、今
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

そ
の
答
え
で
あ
る
か
ど
う
か
自
信
を
持
て
ず
に
逡
巡

す
る
人
が
と
て
も
多
か
っ
た
。そ
し
て
三
つ
め
は
文
化

へ
の
寄
付
の
問
題
。日
本
全
国
は
も
と
よ
り
世
界
中

の
人
々
が
復
興
支
援
の
た
め
に
多
額
の
義
援
金
を
寄

せ
た
。そ
の
中
に
は
た
と
え
ば
地
域
文
化
や
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
復
興
支
援
に
使
っ
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
具
体
的

な
目
的
の
た
め
の
寄
付
の
申
し
出
も
少
な
く
な
か
っ

た
。し
か
し
こ
の
時
点
で
は
そ
う
し
た
寄
付
の
受
け
皿

が
貧
弱
で
、多
く
の
思
い
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
受
け
、活

か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

3全
国
的
な
支
援
の

立
ち
上
が
り

saveMLAKサイト
提供：“saveMLAK Community”

http://savemlak.jp

「緊急討議 東日本大震災 被災支援とMLAK」会場
2011年4月23日

提供：「ミュゼ」（株）アム・プロモーション



一一　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
の
体
制
づ
く
り

│ 

│

　

災
害
時
に
文
化
財
の
救
出
が
重
要
で
あ
る
こ
と

は
、阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
強
く
意
識
さ
れ
、以

降
、専
門
家
に
よ
る
救
援
活
動
の
た
め
の
自
主
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
各
地
で
作
ら
れ
て
き
た
。し
か
し
今

回
の
震
災
の
被
害
は
、過
去
に
ま
っ
た
く
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
も
の
で
、こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
規
模
で
の
救

援
活
動
で
は
と
て
も
間
に
合
わ
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
っ
た
。

　

2
0
1
1
年
3
月
末
に
は
、文
化
庁
が「
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震（
※
東
日
本
大
震
災
）被
災
文
化
財
等

救
援
事
業
」に
着
手
し
、国
立
の
博
物
館
や
科
学
館
を

中
心
に
、日
本
博
物
館
協
会
、全
国
美
術
館
会
議
、全

国
科
学
博
物
館
協
議
会
な
ど
、ほ
と
ん
ど
の
文
化
財

や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
関
連
機
関
が
協
力
団
体
と
し
て

参
加
す
る
形
で
の
大
規
模
な
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事

業
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。

　

レ
ス
キ
ュ
ー
を
進
め
る
上
で
の
考
え
方
は
、そ
の
対

象
と
し
て
指
定
文
化
財
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
収
蔵
品

だ
け
で
な
く
、地
域
に
散
在
す
る
歴
史
、美
術
工
芸
、

民
俗
、考
古
な
ど
の
資
料
、さ
ら
に
自
然
史
標
本
類
や

図
書
資
料
を
含
む
も
の
と
し
、そ
れ
ら
の
救
出
と
応

急
処
置
を
全
国
の
関
係
機
関
と
協
働
し
て
行
う
も
の

と
な
っ
た
。
4
月
15
日
に
は
東
京
文
化
財
研
究
所
で

第
一
回
の
救
援
委
員
会
が
開
か
れ
て
正
式
に
事
業
が

開
始
さ
れ
、19
日
に
は
仙
台
市
博
物
館
に
宮
城
県
の

現
地
本
部
も
設
置
さ
れ
た
。こ
う
し
て
全
国
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
学
芸
員
が
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
参
加
で
き

る
体
制
が
整
っ
て
い
っ
た
。

　

文
化
庁
の
枠
組
み
に
よ
る
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
は
そ

の
後
ほ
ぼ
2
年
間
に
わ
た
っ
て
続
い
た
が
、そ
こ
で
行

わ
れ
た
の
は
あ
く
ま
で
応
急
措
置
で
あ
り
、い
ま
だ
に

多
く
の
作
業
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。津
波
で
流
さ

れ
た
り
、立
ち
入
り
が
困
難
と
な
っ
た
地
域
で
の
レ
ス

キ
ュ
ー
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、地

域
の
大
切
な
文
化
財
や
知
的
資
源
の
意
義
や
所
在
に

つ
い
て
、平
常
時
か
ら
分
野
や
専
門
を
超
え
て
情
報

を
共
有
す
る
こ
と
の
大
切
さ
で
あ
っ
た
。

文化財レスキュー事業の枠組み
出典：文化庁ウェブサイト（http://www.bunka.

go.jp/bunkazai/tohokujishin_kanren/pdf/bunkazai_

rescue_jigyo_ver04 .pdf）

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文化財レスキュー事業）

公益財団法人
文化財保護・芸術研究助成財団

独立行政法人

国立文化財機構

文化財・美術関係団体

被災地各県教育委員会

現地本部

各都道府県教育委員会

博物館施設等

レスキュー隊 所有者等

地元市町村
（状況に応じ、地元県教
委・現地本部が協力）

寄附金・義援金

被災文化財等救援委員会
（事務局：東京文化財研究所）

一般社団法人文化財保存修復学会／日本文化財科学会
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立科学博物館／全国科学博物館協議会
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立国会図書館
財団法人日本博物館協会／全国美術館会議
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
全国大学博物館学講座協議会
文化財救援ネットワーク

実 施 主 体

協力要請
文化庁

青森県/岩手県/宮城県/福島県/茨城県/その他

協力
要請

協力

職員派遣

協力要請

支援要請

協力依頼

職員

職員派遣等

協力要請

救援要請

立ち会い

一時保管

助成

人材派遣
資材供給

呼びかけ

4文化財
レ
ス
キ
ュ
ー



一二　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

地
域
の
役
割

│ 

│

　

文
化
庁
に
よ
る
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
と
連

携
、あ
る
い
は
併
行
す
る
形
で
、地
域
ご
と
、ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
ご
と
、あ
る
い
は
有
志
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ご

と
に
、自
ら
の
力
で
、地
域
の
歴
史
資
料
や
文
化
財
を

救
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。

　

N
P
O
法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、2
0
0
3
年
に
発
生
し
た
宮
城
県
北
部
地
震

を
契
機
に
、地
域
の
旧
家
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
歴

史
資
料
を
、災
害
や
取
り
壊
し
に
よ
る
消
失
か
ら
守

る
こ
と
を
目
的
に
立
ち
上
が
っ
た
。歴
史
研
究
者
や

文
化
財
関
係
の
専
門
家
を
中
心
と
す
る
地
元
の
有
志

に
よ
っ
て
活
発
に
活
動
が
行
わ
れ
、開
始
後
10
年
で

5
0
0
軒
を
超
え
る
旧
家
を
調
査
し
、必
要
に
応
じ

て
救
出
も
行
っ
て
き
た
。東
日
本
大
震
災
の
あ
と
は
、

文
化
庁
の
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
の
動
き
と
も
連

携
し
つ
つ
、こ
れ
ま
で
の
活
動
の
蓄
積
を
活
か
し
て
、

独
自
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
を
進
め
る
と
と
も
に
、仙
台

市
博
物
館
が
み
ず
か
ら
取
り
組
む
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動

に
も
参
加
す
る
な
ど
、地
域
連
携
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
活
動
も
進
め
て
い
る
。

　

今
回
の
震
災
で
は
、自
然
史
の
標
本
資
料
の
被
害

も
多
か
っ
た
。こ
の
分
野
は
歴
史
や
美
術
の
分
野
に
比

べ
る
と
公
的
な
専
門
機
関
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、ま

た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
と
き
に
こ
の
分
野
の
被
害

が
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
っ

て
、歴
史
資
料
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ま
だ
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
。そ
う
し
た
中
で
、い
ち
早
く
歌

津
魚
竜
の
化
石
を
救
出
し
た
東
北
大
学
総
合
学
術

博
物
館
や
、岩
手
県
立
博
物
館
に
よ
る
活
発
な
レ
ス

キ
ュ
ー
活
動
が
目
を
引
い
た
。

津波で被災した石巻市の本間家土蔵から古文書を救出する、NPO法人宮城
歴史資料保全ネットワークの活動
撮影：斎藤秀一
提供：NPO法人宮城歴史資料保全ネットワーク

レスキューを待つ昆虫標本
提供：真鍋 真

昆虫標本の修復作業
提供：岩手県立博物館



一三　｜　第二章　｜　そのとき、ミュージアムは

泥
と
の
た
た
か
い

│ 

│

　

津
波
に
よ
っ
て
、海
水
を
含
む
泥
を
か
ぶ
る
と
、そ

れ
に
よ
っ
て
破
損
や
変
形
に
と
ど
ま
ら
ず
、津
波
が
巻

き
込
む
さ
ま
ざ
ま
な
成
分
が
文
化
財
に
付
着
す
る
。

特
に
水
を
吸
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
紙
な
ど
の
素
材
の
も

の
は
、放
置
す
れ
ば
カ
ビ
や
化
学
変
化
な
ど
の
二
次
被

害
が
起
き
る
。泥
や
付
着
物
を
落
と
す
た
め
の
水
に

よ
る
洗
浄
、き
れ
い
な
水
に
一
定
時
間
浸
す
こ
と
に
よ

る
脱
塩
、真
空
凍
結
乾
燥
器
に
よ
る
乾
燥
、エ
タ
ノ
ー

ル
や
く
ん
蒸
処
理
に
よ
る
殺
菌
な
ど
、保
存
状
態
を

安
定
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
作
業
は
膨
大
で
あ
る
。

　

岩
手
県
立
博
物
館
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
保
存
処
理

の
た
め
の
設
備
も
整
っ
て
い
る
ほ
か
、保
存
科
学
の

専
門
家
が
職
員
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、東
京
や
奈
良
の
文
化
財
研
究
所
と
連
携
し
て
、

実
際
の
被
災
資
料
に
つ
い
て
の
安
定
化
処
理
の
方
法

を
検
証
し
、被
災
各
地
に
発
信
し
て
い
く
と
い
う
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
。被
災
物
の
量
の
膨
大
さ
と

時
間
と
の
闘
い
の
な
か
で
、専
門
家
ば
か
り
で
は
な
い

た
く
さ
ん
の
参
加
者
と
と
も
に
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
し
て
き
た
今
回
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
の
経
験
は
、

連
携
と
い
う
意
味
で
も
、技
術
的
な
意
味
で
も
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。

岩手県立博物館における海水損資料の安定化処理手順

超音波洗浄機による古文書の洗浄

提供：岩手県立博物館（3点とも）

資料点検と内部残留土砂の除去
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│

　

文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
事
業
に
よ
る
作
業
が
本
格
化

し
始
め
る
の
は
2
0
1
1
年
4
月
中
旬
以
降
で
あ
る

が
、夏
に
向
か
っ
て
気
温
は
上
が
る
一
方
で
あ
っ
た
。対

処
が
遅
れ
れ
ば
そ
の
ぶ
ん
被
害
が
進
行
す
る
、ま
さ
に

時
間
と
の
闘
い
の
中
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
が
、で
き

る
範
囲
で
最
善
を
つ
く
す
し
か
な
か
っ
た
の
も
事
実

で
あ
っ
た
。二
次
被
害
の
進
行
を
抑
え
る
た
め
に
、救

出
さ
れ
た
資
料
を
ま
ず
は
民
間
の
冷
凍
保
管
庫
に
保

存
し
、そ
の
ま
ま
奈
良
の
文
化
財
研
究
所
に
送
っ
て

真
空
凍
結
乾
燥
処
理
を
行
っ
た
も
の
も
多
い
。

　
一
方
、原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
立
ち
入
り

が
制
限
さ
れ
た
地
域
の
文
化
財
に
つ
い
て
は
、レ
ス

キ
ュ
ー
活
動
の
立
ち
上
げ
が
ほ
ぼ
一
年
間
遅
れ
た
。停

電
に
よ
っ
て
保
存
環
境
が
悪
化
し
そ
の
対
策
が
急
が

れ
る
な
か
、汚
染
状
況
の
確
認
を
は
じ
め
、作
業
の
手

順
や
方
法
に
つ
い
て
の
慎
重
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
、

汚
染
が
基
準
値
内
に
と
ど
ま
る
資
料
の
梱
包
と
搬
出

作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
は
2
0
1
2
年
の
夏
で
あ
っ

た
。搬
出
さ
れ
た
資
料
は
2
0
1
5
年
1
月
現
在
、

白
河
市
に
あ
る
福
島
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー
白
河
館（
ま

ほ
ろ
ん
）に
保
管
さ
れ
、一
部
は
公
開
さ
れ
て
い
る
。

大型真空凍結乾燥機を用いた水損した紙資料の乾燥処置
提供：奈良文化財研究所

被災資料の搬出作業（富岡町）
提供：福島県文化財センター白河館

乾燥した紙資料のクリーニング
提供：奈良文化財研究所

被災文化財復興展「救出された双葉郡の文化財Ⅲ」
2014年 10月4日─2015年 1月12日
会場・主催：福島県文化財センター白河館
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被
災
地
全
体
に
お
よ
ぶ
無
数
の
建
物
の
被
害
の
な

か
で
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
施
設
被
害
の
検
証
や
復
旧
工

事
に
関
す
る
技
術
的
な
検
討
は
思
う
よ
う
に
は
進
ま

な
か
っ
た
。人
命
救
助
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
が
優

先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、交
通
イ
ン
フ
ラ
の

遮
断
で
東
京
か
ら
来
る
こ
と
す
ら
困
難
な
な
か
で
、な

に
よ
り
対
応
で
き
る
人
手
が
足
り
な
か
っ
た
。ま
し
て

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
よ
う
な
特
殊
な
構
造
を
熟
知
し
診

断
で
き
る
人
材
が
地
元
に
常
駐
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。は
じ
め
は
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
そ
も
そ
も
安
全

な
状
態
に
あ
る
と
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
す
ら
き

ち
ん
と
判
断
で
き
な
い
日
々
が
続
い
て
い
た
。し
か
し

そ
れ
で
も
公
立
の
館
は
恵
ま
れ
て
お
り
、比
較
的
優

先
的
に
対
応
が
進
ん
だ
ほ
か
、復
旧
工
事
に
つ
い
て
は

文
部
科
学
省
の「
公
立
社
会
教
育
施
設
災
害
復
旧
事

業
」に
よ
る
工
事
費
の
一
部
補
助
が
あ
っ
た
。

　

復
旧
工
事
に
先
立
ち
、ま
ず
は
被
害
状
況
の
詳
細

な
記
録
作
業
が
始
ま
る
。と
り
わ
け
文
部
科
学
省
の

補
助
を
受
け
る
場
合
、工
事
内
容
は
あ
く
ま
で
震
災

の
被
害
に
対
す
る
も
の
な
の
で
、そ
れ
を
特
定
す
る
意

味
も
あ
っ
た
。す
べ
て
の
被
災
状
況
を
測
量
棒
を
使
っ

て
撮
影
す
る
作
業
は
慣
れ
な
い
職
員
に
と
っ
て
は
そ

れ
だ
け
で
も
大
変
だ
っ
た
。最
上
階
の
7
階
の
吊
り
天

井
が
落
下
し
た
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
で
は
、落

下
原
因
の
検
証
と
同
時
に
、被
災
前
と
は
異
な
る
改

良
復
旧
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が

加
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、2
0
1
1
年
5
月
に
下

層
階
の
部
分
再
開
を
果
た
し
た
も
の
の
、全
館
の
全

面
的
な
復
旧
工
事
に
着
手
で
き
た
の
は
そ
の
年
の
秋

で
あ
っ
た
。

施
設
被
害
の

調
査
と
復
旧
工
事

1
せんだいメディアテーク7階 被災状況

せんだいメディアテーク7階 被災状況の写真撮影

せんだいメディアテーク7階 専門家による被害状況の検証

提供：せんだいメディアテーク（4点とも）

せんだいメディアテーク7階 復旧状況
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被
災
直
後
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
企
画
事
業
を
は
じ

め
文
化
関
連
の
予
算
は
軒
並
み
停
止
と
な
り
、差
し

迫
っ
た
復
興
関
連
の
経
費
に
ま
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
非
常
時
に
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
再
開
す
る
こ
と
に

対
す
る
戸
惑
い
は
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
関
係
者
の
中
に
も

あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
で
多
方
面
か
ら
お
見
舞
い
や
再
開
へ

の
応
援
、寄
付
の
申
し
出
な
ど
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た

こ
と
も
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
背
中
を
押
し
た
。ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
と
し
て
復
興
に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、ま
ず
み
ず

か
ら
を
立
て
直
す
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、そ
れ
こ
そ
が

今
ス
タ
ッ
フ
が
取
り
組
む
べ
き
事
で
あ
る
と
思
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。震
災
直
後
の
茫
然
自
失
の
状
態
か

ら
、徐
々
に
復
興
の
ス
ピ
ー
ド
感
、明
る
い
話
題
が
求

め
ら
れ
始
め
る
な
か
で
、仮
に
完
全
復
旧
は
で
き
な
く

と
も
、部
分
的
に
で
も
よ
い
か
ら
で
き
る
だ
け
早
く
再

開
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
か
じ
が
き
ら
れ
た
。

　

再
開
の
日
は
、待
ち
か
ね
た
よ
う
に
た
く
さ
ん
の

人
々
が
や
っ
て
き
た
。電
力
事
情
な
ど
も
あ
っ
て
、開

館
時
間
の
短
縮
や
、館
内
の
照
明
の
節
電
が
行
わ
る

な
ど
、震
災
の
爪
痕
が
随
所
に
残
っ
て
は
い
た
が
、そ

れ
で
も
訪
れ
た
人
々
の
表
情
に
は
、ま
た
も
う
ひ
と

つ
、以
前
の
日
常
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
の
静
か
な
歓
び

が
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。環
境
水
族
館
ア
ク
ア

マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
の
再
開
で
は
、避
難
先
で
生
ま
れ
た

ゴ
マ
フ
ア
ザ
ラ
シ
の
赤
ち
ゃ
ん
が「
き
ぼ
う
」と
名
付
け

ら
れ
た
。津
波
被
害
の
大
き
い
地
域
に
あ
る
石
ノ
森
萬

画
館
の
再
開
に
は
一
年
半
以
上
の
時
間
を
要
し
た
が
、

再
開
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
町
の
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
す
ら

な
っ
た
。

再
開
へ
の
道

東日本大震災から126日目、2011年7月15日にアクアマリ
ンふくしまは再オープンした。当日は再オープンセレモニー
を開催し、入館口には開館を待ち望む人々が列をつくった。
提供：環境水族館アクアマリンふくしま

津波による泥で覆われたホールだったが、それから20ヶ月
たった2012年11月、開館を祝う人 で々いっぱいになった。
提供：石ノ森萬画館

震災当時、メスのゴマフアザラシ「くらら」は妊娠中であっ
た。2011年3月16日に千葉県鴨川シーワールドへ避難し、
4月7日に無事出産。6月26日に親子で帰館し、子どもは
「きぼう」と名付けられた。2013年6月、ブリーディングロー
ンのため青森県営浅虫水族館へ搬出。
提供：環境水族館アクアマリンふくしま

奥松島縄文村歴史資料館のある里浜では、蕎麦を作って
ミュージアムの復興を応援しようという活動が、多くの学者
や文化人によるプロジェクトとして立ち上がった。
提供：奥松島縄文村再生プロジェクト実行委員会（奥松島
縄文村歴史資料館）

-蕎
麦

で
里

浜
の

再
生

を
-

2011 Jomon village recover project

震災から５ヶ月―。【奥松島縄文村再生プロジェクト－蕎麦で里浜の再生を―】を立ちあげます。

里浜貝塚ファンクラブも再生への第一歩を踏み出します。縄文人が見たまんまの海を眺めながら、

『さとはま縄文の里史跡公園』で蕎麦作りに参加しませんか？

１st event
蕎麦種まき祭り

＜実行委員会事務局＞

＜お問い合わせ先＞

２nd event
蕎麦収穫祭り

3rd event
蕎麦打ち体験

 　開催日　2012.１月予定

開催日　2011.９.４（日）

時　間　10:00～12:00

場　所　さとはま縄文の里史跡公園　

　　    (里浜貝塚台囲地点）

参加費　無　料

〒980-0862 
仙台市青葉区川内12‐2
東北大学植物園 鈴木 三男
電話・FAX　022－795－6788
メール　   mitsuos@m.tohoku.ac.jp

〒981-0417 
東松島市宮戸字里81-18
奥松島縄文村歴史資料館内
里浜貝塚ファンクラブ事務局
電話　0225－88－3932
FAX　 0225－88－3928

開催日　2011.11.20（日）

蕎
麦

で
里

浜
の

再
生

を

2
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震
災
後
は
、芸
術
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
、被

災
地
の
人
々
を
慰
め
、勇
気
づ
け
る
た
め
の
大
小
の
企

画
が
大
量
に
立
ち
上
が
り
、被
災
地
に
持
ち
込
ま
れ

た
。震
災
前
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
頻
度
で

大
型
の
公
演
が
開
催
さ
れ
、一
流
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や

人
気
の
ス
タ
ー
た
ち
が
被
災
地
を
訪
れ
た
。同
様
に
、

被
災
地
の
拠
点
と
な
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
も
復
興
支

援
と
銘
打
っ
た
大
型
の
展
覧
会
が
続
々
と
開
催
さ
れ

て
き
た
。

　
一
方
、文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ス
タ
ッ
フ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

活
か
し
て
協
働
で
活
動
を
行
う
動
き
も
あ
る
。こ
ど

も
☆
ひ
か
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、全
国
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
ス
タ
ッ
フ
や
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
兵
庫
県
立
人

と
自
然
の
博
物
館
を
拠
点
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く

り
、被
災
地
の
こ
ど
も
た
ち
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

持
ち
寄
る
活
動
で
あ
る
。こ
の
活
動
を
通
じ
て
大
学

生
が
館
や
地
域
の
枠
を
越
え
て
参
加
で
き
る
し
く
み

作
り
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
意
義

を
外
に
向
け
て
開
い
て
い
く
た
め
の
新
し
い
可
能
性

を
見
せ
て
い
る
と
言
え
る
。震
災
後
、多
く
の
学
生
が

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、そ

の
活
動
の
場
の
ひ
と
つ
と
し
て
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
文

化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
も
、学
生
の
参

加
を
う
な
が
す
大
き
な
力
と
な
っ
た
と
も
言
え
る
が
、

こ
う
し
た
動
き
を
絶
や
す
こ
と
な
く
大
切
に
育
て
て

い
け
る
か
ど
う
か
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
問
わ
れ
て
い
る
。

文
化
に
お
け
る

支
援
や
協
働

3

東日本大震災復興祈念特別展
「奈良・国宝室生寺の仏たち」
2014年7月4日─8月24日
会場：仙台市博物館
主催：大本山室生寺、「奈良・
国宝室生寺の仏たち」実行委
員会
提供：仙台市博物館

震災復興・国立科学博物館コラボミュージアムin仙台「アロサウ
ルスがやってきた！」2014年3月18日─4月20日
会場：スリーエム仙台市科学館／主催：国立科学博物館、全国科
学博物館振興財団、スリーエム仙台市科学館
提供：スリーエム仙台市科学館

「こども☆ひかりフェスティバル inせんだい2013」2013年6月8日
会場：仙台市農業園芸センター／主催：こどもひかりプロジェクト

東北三都市巡回展「ルーヴル
美術館からのメッセージ：出
会い」
2012年6月9日─7月22日
会場：宮城県美術館
主催：ルーヴル美術館、宮城
県美術館
提供：宮城県美術館

特別展「若冲が来てくれまし
た─プライスコレクション 江
戸絵画の美と生命─」
2013年3月1日─5月6日
会場：仙台市博物館
主催：「若冲が来てくれました」
仙台展実行委員会、財団 心
遠館、日本経済新聞社
提供：仙台市博物館
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福島美術館支援のお願い
提供：全国美術館会議、社会福祉法人共生福祉会 福島美術館

「七福絵はがき」募金
提供：社会福祉法人共生福祉会 福島美術館

　

震
災
後
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
も
た
ら
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
の
成
果
は
大
き
い
が
、当
然
な
が
ら
い
つ
ま

で
も
続
く
わ
け
で
は
な
い
。被
災
地
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

は
支
援
を
バ
ネ
に
し
つ
つ
い
か
に
し
て
こ
れ
か
ら
の
活

動
を
立
て
直
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、公
的
支
援
の
枠
組
み
に
入
り
に
く
い
民

間
の
小
さ
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
、特
別
の
困
難
が

あ
っ
た
。仙
台
市
に
あ
る
福
島
美
術
館
は
、福
島
禎

蔵
氏
の
古
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
公
開
す
る
民
間
の

施
設
だ
が
、施
設
や
展
示
品
の
被
害
に
対
す
る
対
応

が
困
難
と
な
り
、宮
城
学
院
女
子
大
学
に
よ
る
人
的

支
援
や
、み
ず
か
ら
取
り
組
ん
だ
募
金
活
動
に
よ
っ

て
2
0
1
2
年
の
12
月
に
よ
う
や
く
再
開
を
果
た

し
て
い
る
。

　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
多
く
は
大
小
を
問
わ
ず
、た
く
さ

ん
の
人
々
の
歓
迎
の
な
か
で
再
開
の
日
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
が
、利
用
者
数
は
、一
部
を
除
い
て
、震
災

前
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
館
が
多
い
。と
く
に
福

島
県
で
は
、原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
影
響
も
あ
っ

て
、水
族
館
の
よ
う
な
集
客
力
の
大
き
い
館
で
あ
っ
て

も
利
用
者
は
思
う
よ
う
に
伸
び
な
い
状
況
が
続
い
て

い
る
。ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
運
営
は
、財
政
的
な
問
題
も

あ
っ
て
震
災
前
か
ら
た
く
さ
ん
の
課
題
を
抱
え
て
い

た
。公
的
施
設
に
民
間
事
業
者
の
資
金
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
導
入
す
る
取
り
組
み
も
進
ん
で
き
た
が
、短
期
的

な
カ
ン
フ
ル
効
果
は
あ
っ
て
も
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
社

会
で
果
た
す
べ
き
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
や
持
続
可
能

な
運
営
モ
デ
ル
を
描
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

2
0
0
9
年
に
立
ち
上
が
っ
た
S
M
M
A
は
、こ

う
し
た
状
況
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
個
々
の
問
題
に
と
ど

め
ず
、地
域
の
文
化
的
、知
的
資
源
と
し
て
あ
ら
た
め

て
繋
ぎ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、地
域
に
と
っ
て
の
新
し

い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
こ
う
と
い
う

取
り
組
み
で
も
あ
る
。さ
ら
に
そ
れ
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、図
書
館
や
、地
域
の
さ
ま
ざ

ま
な
教
育
機
関
と
の
連
携
を
広
め
る
こ
と
で
さ
ら
に

強
化
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

津
波
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
館
や
、原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な

い
館
は
、い
ま
だ
に
再
開
の
見
通
し
も
た
っ
て
い
な
い
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、地
域
全
体
を

ま
き
こ
ん
だ
被
災
で
あ
れ
ば
こ
そ
、地
域
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
と
し
て
何
を
学
び
、そ
の
な
か
か
ら
地
域
に
お
け

る
確
固
た
る
存
在
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
い
道
の
り

4
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と
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震
災
以
降
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
あ
っ
て
も
、震
災
に

ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
は
、き
わ
め
て
重
要
か
つ
繊

細
な
課
題
と
な
っ
た
。社
会
に
知
識
や
文
化
を
伝
え
、

広
め
て
い
く
こ
と
を
使
命
と
す
る
以
上
、震
災
に
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
立
場
か
ら
語
る
こ
と
は
、す
べ

て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
と
っ
て
当
然
の
責
務
で
あ
る
。

再
開
を
果
た
し
た
被
災
地
の
館
に
限
ら
ず
、全
国
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
方
法
で
震
災
を

と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、震
災
の
あ
り
よ
う
を
伝

え
、広
め
る
た
め
の
努
力
を
し
て
い
る
。展
覧
会
だ
け

で
な
く
講
演
会
、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、見
学
会
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
あ
っ
た
が
、こ
こ
で
は
展
覧
会
と

し
て
行
わ
れ
た
も
の
を
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
。

災
害
を
現
象
と
し
て
学
術
的
に
と
ら
え
る

│ 

│

　

地
震
と
津
波
と
放
射
能
に
よ
る
こ
れ
ほ
ど
の
被
害

を「
想
定
外
」と
し
て
き
た
私
た
ち
で
あ
っ
た
が
、今

回
の
被
災
を
通
じ
て
、考
古
学
や
歴
史
学
の
な
か
に
、

予
測
し
う
る
根
拠
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

東
北
地
方
の
太
平
洋
側
で
は
、1
0
0
0
年
前
に
も

同
規
模
の
災
害
が
あ
っ
た
こ
と
、さ
ら
に
4
0
0
年

前
に
も
そ
れ
に
近
い
津
波
が
あ
っ
た
こ
と
、東
海
道

よ
り
南
に
想
定
さ
れ
る
地
震
と
津
波
は
、東
日
本
大

震
災
を
上
回
る
も
の
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な

ど
、地
震
や
津
波
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、過
去

の
災
害
の
歴
史
に
学
ぼ
う
と
す
る
機
運
が
急
速
に
高

ま
っ
た
。

展
覧
会
と
い
う

手
法 1

「歴史にみる震災」2014年3月11日─5月6日
会場・主催：国立歴史民俗博物館
提供：国立歴史民俗博物館

「それでも生きる！ 考古学から見る災害のあと」
2012年 10月12日─12月2日
会場・主催：地底の森ミュージアム
提供：地底の森ミュージアム

企画展「蒲生干潟の今・昔」
会場・主催：スリーエム仙台市科学館
2012年 12月2日─2013年2月15日
提供：スリーエム仙台市科学館
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災
害
を
地
域
史
、

文
化
史
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る

│ 

│

　

東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
み
ず
か
ら
の
地
域

の
震
災
に
つ
い
て
、そ
の
後
の
復
興
の
歴
史
を
含
め
て

振
り
返
る
企
画
も
各
地
で
行
わ
れ
た
。ま
た
、津
波
に

よ
っ
て
失
わ
れ
た
街
並
や
く
ら
し
を
紹
介
す
る
企
画

も
多
く
の
共
感
を
え
た
。

　
「
東
日
本
大
震
災
と
気
仙
沼
の
生
活
と
文
化
」は

気
仙
沼
の
民
家
か
ら
レ
ス
キ
ュ
ー
さ
れ
た
資
料
を
軸

に
、ま
た「
牡
鹿
半
島
・
海
の
く
ら
し
の
風
景
展
」は
牡

鹿
半
島
で
レ
ス
キ
ュ
ー
さ
れ
た
民
具
を
通
じ
、さ
ら
に

「
Ｒ
Ｅ
：
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
記
録
展
」は
、仙
台
市
沿
岸

部
で
の
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
記
録
な
ど
を
も
と

に
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
震
災
前
の
生
活
文
化
を
紹
介
し

た
。震
災
後
に
つ
い
て
は
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
つ
つ

あ
る
が
、震
災
直
後
の
生
活
を
振
り
返
る「
は
じ
ま
り

の
ご
は
ん
」は
さ
さ
や
か
だ
が
リ
ア
ル
な
記
憶
と
し
て

関
心
を
集
め
た
。

「東日本大震災と気仙沼の生活と文化」2013年3月19日─
9月23日／会場・主催：国立歴史民俗博物館
提供：国立歴史民俗博物館

「牡鹿半島・海のくらしの風景展」2014年 10月11日─26日
会場：宮城県慶長使節船ミュージアム／主催：東北学院大学博物館
提供：東北学院大学

「RE：プロジェクト記録展 被災地を想う／被災地から考える」
2014年2月5日─28日／会場：仙台市役所本庁舎 1階ギャラリーホール
主催：仙台市、公益財団法人仙台市市民文化事業団
提供：RE:プロジェクト事務局

「3月12日はじまりのごはん─いつ、どこで、なにたべた？
─」2014年 10月1日─11月16日／会場：せんだいメディア
テーク／主催：NPO法人20世紀アーカイブ仙台、3がつ11

にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）
提供：3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだい
メディアテーク）
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文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
の
紹
介

│ 

│

　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
魂
と
も
い
え
る
収
蔵
品
を
泥
か

ら
救
い
出
す
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
の
活
動
に
つ
い
て
の

報
告
も
多
い
。被
災
状
況
や
レ
ス
キ
ュ
ー
の
よ
う
す
を

紹
介
し
つ
つ
、救
出
さ
れ
た
資
料
の
展
示
も
行
う
こ

と
で
、文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
の
活
動
が
単
に
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
救
援
活
動
に
と
ど
ま
ら
す
、地
域
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
よ
み
が
え
ら
せ
、失
わ
な
い
た
め
の
闘
い

と
し
て
、全
国
の
専
門
家
や
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

助
け
を
受
け
な
が
ら
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
紹
介

さ
れ
た
。と
り
わ
け
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て

立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
る
福
島
県
双
葉
郡
の
資
料
館

か
ら
救
出
さ
れ
、白
河
市
内
に
仮
保
管
さ
れ
て
い
る

文
化
財
の
展
示
に
は
、特
別
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
レ
ス
キ
ュ
ー
さ
れ

た
、地
元
出
身
の
彫
刻
家
、高
橋
英
吉
の
作
品
が
宮

城
県
美
術
館
で
展
示
さ
れ
、駆
け
つ
け
た
多
く
の
石

巻
市
民
を
勇
気
づ
け
た
こ
と
も
記
憶
に
残
る
。

「震災からよみがえった東北の文化財展」
2012年2月26日─3月11日  会場：都立中央図書館
2012年3月16日─3月28日  会場：遠野市立博物館
主催：「震災からよみがえった東北の文化財展」実行委員会
提供：遠野文化研究センター

「復興 南三陸町・歌津魚竜館」2012年2月7日─3月25日
会場：仙台市科学館
主催：東北大学総合学術博物館、仙台市科学館、宮城県南三陸町
提供：東北大学総合学術博物館

「救出された双葉郡の文化財」2013年3月7日─6月9日
「救出された双葉郡の文化財2」2014年 1月18日─3月23日
「救出された双葉郡の文化財３」2014年 12月1日─2015年 1月12日
会場：福島県文化財センター白河館
主催：財団法人福島県文化振興財団

「東日本大震災 1年 資料レスキュー展」
2012年3月6日─25日
会場・主催：仙台市博物館
提供：仙台市博物館
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震
災
と
ア
ー
ト
が

ど
う
向
き
合
え
る
か
と
い
う
問
い

│ 

│

　

多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
被
災
地
に
入
り
、純
粋
に

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
こ
と
を
含
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
活

動
を
模
索
し
続
け
て
い
た
。そ
う
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

た
ち
の
活
動
の
よ
う
す
を
紹
介
し
、震
災
と
ア
ー
ト
、

す
な
わ
ち
災
害
が
も
た
ら
す
状
況
と
、人
の
表
現
行

為
も
し
く
は
表
現
者
と
い
う
存
在
が
、ど
う
向
き
合

え
る
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
企
画
も
多
か
っ
た
。せ

ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
が
2
0
1
2
年
に
開
催
し

た「
志
賀
理
江
子 

螺
旋
海
岸
」展
は
、震
災
を
直
接

テ
ー
マ
に
す
る
企
画
で
は
な
い
が
、制
作
地
が
津
波
の

甚
大
な
被
害
を
受
け
、そ
の
こ
と
が
作
品
制
作
の
大

き
な
構
成
要
素
あ
る
い
は
背
景
と
な
っ
た
企
画
と
し

て
も
注
目
を
集
め
た
。

「3.11とアーティスト：進行形の記録」2012年10月13日─12月9日
会場：水戸芸術館現代美術ギャラリー／主催：公益財団法人水戸市芸術振興財団
提供：水戸芸術館現代美術センター

東日本大震災復興支援
プロジェクト展
「つくることが生きること」
2012年3月11日─25日
会場：アーツ千代田3331

主催：わわプロジェクト
提供：わわプロジェクト

「震災と表現 BOX ART～共有するためのメタファー」
2014年9月17日─11月3日
会場・主催：リアス・アーク美術館
提供：リアス・アーク美術館

「記録と想起・イメージの家を歩く」より中村友紀『宮城県名取市北釜集会所』展示風景
2014年 11月15日─2015年 1月12日／会場：せんだいメディアテーク
主催：公益財団法人仙台市市民文化事業団
撮影：越後谷 出／提供：せんだいメディアテーク

関連プログラム

展覧会から感じたことについて対話する場、手を

動かし表現するワークショップなど、子どもから大人
まで参加できる多彩なプログラムを用意。ご自身に
あったアプローチを選び、ぜひご参加ください。
 ※とくに表示がない場合、参加費は展覧会入場料に含      

まれます。

▶話す・きく・かんがえる

プレ企画｜
畠山直哉、小森はるか＋瀬尾なつみトーク
震災以降、故郷の陸前高田の撮影をつづける写真家
の畠山直哉と、岩手に移り住み地元の人びとの記憶を
聴きとりながら制作する美術家の小森はるかと瀬尾な
つみ。継続的、反復的に被災地に身を置きながら今

回の作品を制作している3人にお話をうかがいます。

日時｜2012年9月27日［木］  19:00―20:30 （開場18:40）　
会場｜東京文化発信プロジェクト ROOM 302
         東京都千代田区外神田6-11-14（3331 Arts Chiyoda 3F)

定員｜50名（先着順・予約不要）
参加費｜無料
後援｜東京文化発信プロジェクト室

ドキュメンタリー「プロジェクトFUKUSHIMA!」上映会
＋シネマてつがくカフェ@みと

原発事故がもたらした問題について、大友良英ら福島
にゆかりのあるミュージシャンらが中心となり芸術文化を
通して考え発信している「プロジェクトFUKUSHIMA!」。
その活動を立上げから追った藤井光監督のドキュメン
タリー映画を上映。鑑賞後は、本作品の示す問題につ
いて「てつがくカフェ＠せんだい」の西村高宏氏をファシリ
テーターに迎え、参加者同士で対話する場を設けます。

日程｜2012年10月20日［土］

［上映会］
時間｜13:30―15:00 （開場13:00）

会場｜水戸芸術館ACM劇場
料金｜500円（当日券のみ・全席自由）
チケット取扱い｜エントランスホールチケットカウンター

［シネマてつがくカフェ］
時間｜15:30―17:30 （開場15:00）

会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室
定員｜50名（先着順・予約不要）
※参加費は展覧会入場料に含まれます。

wah documentトーク 「アート被災地」
現地の人々からアイデアを募り実現することを作品とし
てきたwah documentは、2011年6月、宮城県石巻市
にて避難所で生活している子どもたちからアイデアを
募り、段ボールで映画館をつくり上映を行う「こども映画
館」を現地の人々 とともに実現させました。その活動紹介
とともに、被災地における芸術活動について、自身の
考えや思いを伝える場を設けます。

日時｜2012年10月21日［日］・11月18日［日］ 
            各日15:30―17:00
会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室   
定員｜70名（先着順・予約不要）

遠藤一郎  創作落語「のりこ」

遠藤一郎が石巻で活動を始めたときに出会った地
元の人の話に始まり、東北での出来事を落語風に
語ります。

日時｜2012年12月8日［土］ 14:00―14:45（開場13:30）

会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室   
定員｜70名（先着順・予約不要）

Ra+トーク「経験と芸術」
批評家、キュレーター、作家などによるグループが3.11

以降の社会的・文化的現象を考えることから出発し
たRa+は、「経験と芸術生産」について考えるジャー
ナルです。3.11後のアーティストの動きについて人び
との意識調査も行っています。経験の当事者性、分
断、災害の表象などについて、Ra+の主宰者らとと
もにゲストを交え話し合います。

日時｜2012年12月9日［日］ 13:30―17:30 （開場13:00）

会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室
定員｜70名（先着順・予約不要）   

▶手を動かす・かんがえる

開発好明「デイリリーアートサーカス」
多彩なアーティストの作品が満載されたトラックで、
移動しながら展示やワークショップを行う「デイリリー
アートサーカス」。被災地の学校や仮設住宅地を訪
れ、空気で膨らむ彫刻などさまざまな作品で子ども
たちを楽しませ、手をうごかし創作する場をつくって
きました。水戸にもアートサーカスがやってきます。

日時｜2012年10月13日［土］・14日［日］  
            各日13:00―16:00
          ※雨天の場合、13日は中止、14日のみエントランスホール          

　       へ会場を変更して開催します。

会場｜水戸芸術館広場

ニシコ「地震を直すプロジェクト」公開制作　
ニシコは、被災地で収集した災害で壊れたものを
「直す」という行為を介して、人と関わりながら自然の
驚異とそこから生まれた苦難を想像します。体験は
共有できるかという問いもはらむこの試みを、作家
による公開制作として行い、ご来場者と共有する場
を設けます。

期間｜2012年10月13日［土］―12月9日［日］  
                 ※火曜日は除く  他にも不在な場合があります。

会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー

荒井良二ワークショップ
絵本作家の荒井良二は、震災をうけ、絵を描くことを
通して「あれから」と「これから」を見つめるワークショップ
を行っています。子どもから大人まで、作家と言葉を
交わしながら過去、現在、未来に思いを馳せ、絵で
表してみませんか。

日時｜2012年11月17日［土］  13:00―16:00
会場｜水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室
対象｜小学生以上  

※個人でも親子や友人同士のペアでもどちらでも  

参加可

定員｜30名（先着順・要電話申込）

2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。被災地の内外で市民によるさまざまな支援活動

が立ち上がるなか、表現を生業とする一部のアーティストも行動を起こしました。本展では、震災

を受けて現れた約30に及ぶアーティストのアクションと表現を、2011年3月から現在へと時間軸

をたどる形で振り返ります。

震災を受け、「表現」を通してその状況に向き合う作家がいる一方で、「アーティスト」というアイ

デンティティをいったん棚上げにし、作品にすることを前提とせず活動を行った作家も多くいまし

た。その行為は「表現」なのか「記録」なのか、クリエイティヴィティある「支援活動」か、あるいは支

援活動から発展した「作品」か̶。その分かちがたさは、活動の背景にある作家の葛藤、現

地の状況やニーズをくんだ展開、そして「災害後のアート」にまつわる各作家の考え方のちがいを

示しています。盤石のように思われた社会システムのもろさをあらわにした災害の圧倒的な衝撃

は、現実を反映する同時代のアートにも波及し、これまで以上に大きく「アート」の理念や定義

を揺さぶりました。

本展で紹介するアーティストたちは、「災害後」をそれぞれの視点からマクロにそしてミクロに見つ

め、さまざまな形で表します。彼／彼女らの活動は、あのとき私たちが抱いた戸惑いやためらい、

意志を鏡のように映し出すようです。東日本大震災から1年と7か月、いまだ未完了・進行形のこの

時期に、アーティストの活動を私たちがたどることで、「あれから」を見つめ「これから」を考える、

そう願いを込めて本展を開催します。

左列上から｜畠山直哉「高田松原 2012年2月25日」2012／照屋勇賢「自分ができることをする」2011／
                          　  加藤翼「The Light Houses -11.3 PROJECT」2011／宮下マキ「産む人」2010-  岩手県大船渡市 2011

右列上から｜トーチカ「ReBuild」映像  2012  ©TOCHKA／ヤノベケンジ ドローイング「トらやんの空飛ぶ方舟大作戦」2011  ©Kenji Yanobe／
                      タノタイガ「タノンティアによるヘドロ撤去活動」2011  撮影｜タノンティア／ニシコ「地震を直すプロジェクト」 2011-  撮影｜山本雄生
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ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、必
要
な
資
料
や
文
化
財
、作
品

を
収
集
し
、広
く
公
開
す
る
と
と
も
に
、未
来
に
伝
え

る
た
め
に
保
存
す
る
役
割
を
も
つ
。そ
の
意
味
で
は
、

震
災
の
記
録
を
収
集
し
広
く
公
開
す
る
の
は
、第
一
義

的
に
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
仕
事
で
あ
る
。し
か
し
、既

存
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
そ
れ
ぞ
れ
収
集
す
る
べ
き
対

象
が
決
ま
っ
て
い
て
、そ
れ
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
扱

え
る
よ
う
な
弾
力
性
は
、人
的
に
も
施
設
的
に
も
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。

　

震
災
に
関
す
る
記
録
と
し
て
は
、写
真
記
録
、映
像

記
録
、震
災
に
関
す
る
掲
示
物
、ち
ら
し
、行
政
資
料
、

遺
物
、遺
構
な
ど
が
あ
り
、ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
現
物
資

料
と
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
の
複
製
可
能
資
料

の
違
い
も
あ
る
。さ
ら
に
地
域
ご
と
、職
場
や
学
校
ご

と
、団
体
ご
と
、い
や
細
か
く
言
え
ば
一
人
ひ
と
り
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
や
思
い
が
あ
り
、伝
え
た
い
こ
と
は

異
な
る
し
、伝
え
た
い
相
手
、伝
え
る
手
法
な
ど
も
異

な
る
は
ず
だ
。今
回
の
震
災
の
広
域
性
と
被
害
の
複

雑
さ
を
考
え
れ
ば
な
お
の
こ
と
、そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
を
手
際
よ
く
、よ
り
多
く
の
人
に
伝
え
る
こ
と
な

ど
不
可
能
に
近
い
。

　

震
災
は
私
た
ち
に
と
っ
て
特
別
の
こ
と
だ
が
、長
い

時
間
が
経
過
す
れ
ば
い
ず
れ
は
歴
史
の
ひ
と
こ
ま
と

な
る
。そ
れ
を
風
化
と
呼
ぶ
の
な
ら
そ
う
か
も
し
れ
な

い
が
、本
来
そ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
も
あ
る
。忘
れ
な

い
た
め
の
大
き
な
何
か
を
作
る
こ
と
も
必
要
か
も
し

れ
な
い
が
、む
し
ろ
私
た
ち
の
日
常
が
巨
大
な
災
害
の

可
能
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
、静
か
な
備
え
と

し
て
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
織
り
込
め
る
よ
う
に
す

る
ほ
う
が
大
切
か
も
し
れ
な
い
。そ
の
た
め
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
地
域
全
体
で
共
有
し

た
う
え
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
や
守
備
範
囲
を

活
か
し
な
が
ら
分
担
す
る
と
い
う
考
え
方
が
と
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。地
域
の
こ
と
は
地
域
の
人
、特
定
分
野

の
こ
と
は
そ
の
専
門
の
人
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
、伝
え

る
技
術
を
持
つ
人
が
記
録
を
ま
と
め
て
い
く
と
い
っ

た
形
で
協
働
す
る
の
で
あ
る
。問
題
は
こ
の
よ
う
な
取

り
組
み
の
全
体
を
、ど
の
よ
う
に
調
整
し
、分
担
す
る

か
で
あ
る
。

　

震
災
か
ら
4
年
、震
災
の
記
録
の
収
集
や
活
用
に

つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
で
き
る
範
囲
の
こ
と

を
進
め
て
き
た
が
、残
念
な
が
ら
全
体
を
俯
瞰
し
調

整
を
す
る
機
能
は
ま
だ
ど
こ
に
も
な
い
。機
会
が
あ
れ

ば
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
み
ず
か
ら
の
専
門
性
を
活
か
し

つ
つ
、図
書
館
や
公
文
書
館
、デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、

各
被
災
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
携
し
て
、震
災
の

記
録
と
活
用
に
つ
い
て
ど
う
す
る
べ
き
か
、積
極
的
に

提
言
し
、リ
ー
ド
し
て
ほ
し
い
。

2
 

収
集
し
、保
存
し
て

 

未
来
に
伝
え
る
こ
と
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私
た
ち
の
思
い
や
記
憶
は
、一
人
ひ
と
り
の
命
の
中

に
し
か
存
在
で
き
な
い
し
、ま
た
他
者
の
思
い
や
記
憶

を
直
接
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。そ
れ
を
乗
り
越
え
る

た
め
に
、身
振
り
が
あ
り
、言
葉
が
あ
り
、さ
ま
ざ
ま

な
表
現
が
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
ら
を
形
と
し
て
定
着
さ

せ
る
た
め
に
、文
字
や
イ
メ
ー
ジ
、そ
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
方
法
に
よ
る
記
録
が
あ
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、

私
た
ち
は
遠
い
祖
先
や
、遠
く
離
れ
た
人
の
思
い
や
記

憶
を
、自
ら
の
記
憶
や
思
想
と
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と

が
で
き
る
。文
化
と
は
、私
た
ち
が
私
た
ち
で
あ
る
た

め
の
必
須
条
件
と
な
る
、こ
の
よ
う
な
し
く
み
の
こ
と

を
さ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
し
く
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

は
、展
示
物
す
な
わ
ち
、知
識
や
記
憶
や
思
い
が
な
ん

ら
か
の
形
で
定
着
し
た「
も
の
」を
人
々
に
公
開
し
、過

去
か
ら
未
来
に
引
き
継
い
で
き
た
。し
か
し
震
災
は
、

私
た
ち
の
知
ら
な
い
こ
と
が
い
か
に
多
い
か
を
あ
ら
た

め
て
見
せ
つ
け
た
。ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
蓄
積
さ
れ
た
知

も
、私
た
ち
が
住
む
世
界
の
ほ
ん
の
一
部
分
し
か
と
ら

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
思
う
と
き
、単
に
定
説
や
評

価
の
定
ま
っ
た
こ
と
が
ら
を
普
及
啓
蒙
す
る
だ
け
で

は
な
い
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の
役
割
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
。さ
ま
ざ
ま
な
意
見

や
考
え
の
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
。あ
る
テ
ー
マ
に
つ

い
て
語
り
あ
い
、聴
き
あ
い
、さ
ら
に
そ
れ
を
蓄
積
し

深
め
る
こ
と
。展
示
さ
れ
た「
も
の
」が
、そ
ん
な
新
し

い
知
や
考
え
方
の
可
能
性
を
開
き
、知
の
循
環
が
は

じ
ま
る
き
っ
か
け
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
、場
と
し

て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。

　

こ
の
震
災
を
通
じ
て
、そ
の
よ
う
な
新
し
い
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
の
あ
り
方
を
予
感
さ
せ
る
事
例
が
い
く
つ
か

あ
っ
た
。

語
り
続
け
る

た
め
に 3

せんだいメディアテークの
部分再開にあわせて開催されたイベント
「歩きだすために」（2011年5月3日─8日）
撮影：越後谷 出
提供：せんだいメディアテーク
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あ
え
て
、思
い
を
語
る
こ
と

│ 

│

　

再
開
後
の
リ
ア
ス・
ア
ー
ク
美
術
館
が
常
設
展
示

と
し
て
公
開
し
て
い
る「
東
日
本
大
震
災
の
記
録
と

津
波
の
災
害
史
」は
、被
災
状
況
の
記
録
写
真
や
津
波

に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
被
災
物
と
い
っ
た
生
々
し
い
展
示

物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。特
徴
的
な
の
は
解
説
文
で

あ
る
。記
録
写
真
に
付
さ
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
、

通
り
一
遍
の
説
明
だ
け
で
な
く
被
災
前
の
記
憶
を
交

え
た
当
時
の
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
。瓦
礫
の
よ
う
に

な
っ
た
被
災
物
に
つ
い
て
も
、も
の
に
ま
つ
わ
る
思
い

出
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
る
。ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
写
真
や
被
災
物
か
ら
、人
々
の
さ
ま
ざ

ま
な
暮
ら
し
ぶ
り
や
思
い
が
甦
る
。饒
舌
で
す
ら
あ

る
そ
の
語
り
は
、実
は
す
べ
て
美
術
館
の
学
芸
員
に
よ

る
も
の
で
、展
示
物
に
つ
け
ら
れ
た
言
葉
は
厳
密
に
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。客
観
的
な
説
明
を
よ
し
と
す

る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
展
示
に
あ
っ
て
、こ
う
し
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
交
え
た
説
明
文
を
付
す
こ
と
は
き
わ
め
て

異
例
だ
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
震
災
の
も
つ
意
味
と
、そ

れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
意
義
が
、は
る
か
に
深
く
、

見
る
人
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「自転車 2011.12 .1 気仙沼市梶ヶ浦」
　おじいちゃんに買ってもらった自転車。マウンテンバイク。4年生
になった時に買ってもらった。それまではね、お兄ちゃんのおさがり
だったがら、初めで新品で買ってもらったやづだったよ。うんとねぇ
…12段変速だった。坂道も登れだよ。
　おじいちゃんねぇ…船、海に出すって言って、地震の後、港に
行った…
ん…帰ってきてない。まだ分んない。お父さんが探しに行ってる。
　また自転車に乗りたい。

2011年4月5日、気仙沼市仲町の状況。JR南気仙沼駅のホーム。
気仙沼市民にとってJR気仙沼線は仙台方面への移動手段として
欠くことのできない重要な公共交通手段だった。特に高齢者や学
生にとってはまさに日常の足だった。土日には通称「お買いもの列
車」と呼ばれる8時台の仙台直通列車に乗り、17時台仙台発の便
で帰ってくる。おしゃれをした若者が、ロゴの入った衣料品店の袋
を下げて列車を降りてくる。

「東日本大震災の記録と津波の災害史」会場風景

提供：リアス・アーク美術館（3点とも）
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sendai mediatheque, people sheltering under desks (March 11 , 2011 )
Photographed by Izuru Echigoya, provided by center for remembering 3.11 (sendai mediatheque)

Situation 
Immediately after 
the Earthquake

1
Evacua t i o n  Gu i d ance
- -

 Even though the disaster struck the 

museums on a weekday, at a time when there 

were fewer visitors, it must have been true that 

all the staff members and visitors were able to 

avoid the dangers confronting them with the 

sudden occurrence of the strongest tremors 

they had ever felt, followed by falling and broken 

exhibits, power failure, and as if to add insult to 

injury, coastal inundation by the giant tsunami 

soon thereafter. Fortunately, no report described 

any visitor being injured by the earthquake 

disaster at any facility. However, staff members 

at the museums in Rikuzentakata City and 

Ishinmaki City were killed by the tsunami.

 Although each district and facility was 

to have prepared a disaster prevention manual 

for earthquakes and tsunamis, the destructive 

power of the Great East Japan Earthquake 

turned out to be far greater than any person 

had expected. No one had been able to imagine 

such powerful tremors and such large waves, 

much less the accidents at the nuclear power 

plants. Although sendai mediatheque had been 

designated as a facility required to produce 

disaster action manuals and conduct disaster 

prevention training with respect to powerful 

earthquakes, the malfunction of a fire alarm 

because of the tremors caused the procedures 

in the manuals to be much less useful: a point 

that must be remembered. Certainly manuals 

and training are important, but the question 

remained: “To what degree can people properly 

respond in such a scenario that far exceeded 

the imagination–with disasters occurring 

frequently and almost simultaneously–that 

many people faced on that day?”

二八　｜　第四章　｜　ミュージアムにできること

見
る
人
が
語
り
は
じ
め
る
き
っ
か
け
と
し
て

│ 

│

　

牡
鹿
半
島
に
あ
る
地
域
の
民
俗
資
料
収
蔵
庫
の
レ

ス
キ
ュ
ー
を
担
当
し
た
東
北
学
院
大
学
博
物
館
は
、

収
蔵
庫
の
資
料
が
家
々
と
一
緒
に
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、レ
ス
キ
ュ
ー
し
た
も
の
が
何
か
を
特

定
で
き
な
い
事
例
が
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

と
い
う
。不
明
な
資
料
に
つ
い
て
地
域
の
人
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
し
な
が
ら
、あ
ら
た
め
て
タ
グ
を
つ
け
て
い
く

作
業
を
す
る
中
で
、ヒ
ア
リ
ン
グ
に
応
じ
た
人
々
の
あ

い
だ
に
あ
る
変
化
が
あ
っ
た
。知
っ
て
い
る
民
具
の
使

い
方
な
ど
説
明
し
た
り
、わ
か
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て

仲
間
と
議
論
し
た
り
、謎
解
き
を
し
た
り
す
る
う
ち
、

は
な
し
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
、そ
の
土
地
の
暮
ら
し

ぶ
り
や
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
つ
い
て
次
々
と
語
り
始

め
た
の
で
あ
る
。文
化
財
の
来
歴
に
直
接
関
わ
る
か

ど
う
か
は
別
に
し
て
、文
化
財
が
、そ
れ
自
体
が
何
か

を
伝
え
る
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、人
々
が
そ
れ
ぞ

れ
、地
域
の
暮
ら
し
や
文
化
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
た

め
の
重
要
な
き
っ
か
け
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
の
意

味
は
大
き
い
。

　

ま
た
、「
失
わ
れ
た
街
」模
型
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

建
築
を
学
ぶ
学
生
の
実
習
を
兼
ね
た
取
り
組
み
と
し

て
神
戸
大
学
を
拠
点
に
始
ま
っ
た
。津
波
で
失
わ
れ

た
街
並
や
集
落
を
、5
0
0
分
の
1
の
模
型
で
再
現

し
、そ
こ
に
地
域
の
人
々
の
記
憶
を
の
せ
て
い
く
の
で

あ
る
。は
じ
め
に
学
生
た
ち
が
資
料
を
も
と
に
白
い

模
型
を
作
る
。そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
持
ち
込

ん
で
、人
々
と
共
に「
記
憶
の
街
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」を

行
い
、家
の
屋
根
に
色
を
ぬ
っ
た
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
場

所
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
や
記
憶
を
、記
憶
の
旗
と
し

て
模
型
の
上
に
配
置
し
て
い
く
。模
型
の
上
に
ぎ
っ
し

り
と
立
て
ら
れ
た
思
い
出
の
旗
に
は
、ひ
と
つ
ひ
と
つ

に
故
郷
へ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
、い
つ
ま
で
も
見
飽
き

る
こ
と
は
な
い
。こ
こ
で
は
模
型
が
人
々
の
ふ
る
さ
と

へ
の
思
い
を
喚
起
し
、語
り
を
引
き
出
す
重
要
な
き
っ

か
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「牡鹿半島のくらし展 in 仙台─再生・被災文化財─」
会場でのヒアリング
提供：東北学院大学

「記憶の街ワークショップ in 志津川」の様子
提供：「失われた街」模型復元プロジェクト実行委員会

「牡鹿半島のくらし展 in 仙台─再生・被災文化財─」で
ヒアリングの内容とともに展示される資料
提供：東北学院大学

「記憶の街ワークショップ in 志津川」記憶の旗



二九　｜　おわりに

　

震
災
の
あ
と
、は
じ
め
て
の
夏
が
近
づ
い
て
く
る
こ
ろ
、津
波
で
故
郷
の
街
を
失
い
、避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
生

活
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
、故
郷
の
地
域
の
祭
礼
に
付
随
す
る
民
俗
芸
能
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
始
ま
っ

た
。道
具
が
流
さ
れ
た
地
域
も
多
く
、も
と
よ
り
こ
の
非
常
時
に
お
祭
り
を
や
る
こ
と
に
対
す
る
戸
惑
い
も
あ
る
な

か
で
、祭
り
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。そ
れ
で
も
沿
岸
部
の
各
地
で
、死
者
を
弔
い
復
興
を
願
う

地
域
の
行
事
と
し
て
、民
俗
芸
能
を
復
活
さ
せ
る
活
動
が
次
々
と
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
事
実
は
、東
日
本
大
震
災

を
語
る
上
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
も
な
っ
た
。そ
れ
に
よ
っ
て
、人
々
は
震
災
で
断
ち
切
ら
れ
た

過
去
や
地
域
と
の
関
係
を
も
う
い
ち
ど
繋
ぎ
直
し
、自
分
た
ち
が
ど
こ
か
ら
来
て
、誰
と
何
を
共
有
で
き
る
の
か
を
、

す
な
わ
ち
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
よ
う
を
、あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

似
た
よ
う
な
こ
と
は
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
世
界
で
も
起
き
て
い
た
。ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
再
開
や
地
域
の
文
化
財
の

救
出
は
、人
々
を
明
る
く
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
思
い
起
こ
し
支
え
る
力
と
な
っ
た
。さ
ら
に
、震
災

に
よ
っ
て
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
失
い
か
け
た
こ
と
で
、わ
た
し
た
ち
は
単
に
施
設
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
の
で
は
な
く
、私

た
ち
や
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
役
割
を
担
う
社
会
的
機
能
こ
そ
が
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
実
体
で
あ
っ
た
こ

と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
い
た
。

　

震
災
を
通
じ
て
学
ん
だ
、防
災
の
教
訓
、災
害
に
よ
る
犠
牲
者
を
す
こ
し
で
も
な
く
す
た
め
の
教
訓
を
世
界
に
、

未
来
に
確
実
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。し
か
し
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、忘

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。当
た
り
前
だ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
突
然
奪
わ
れ
、あ
る
い
は
そ
の
姿

を
変
え
た
と
き
、あ
ら
た
め
て
見
え
て
き
た
、本
当
に
大
切
な
こ
と
へ
の
気
付
き
で
あ
る
。ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
危
機
に

さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
垣
間
見
た
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
真
実
の
意
味
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、つ
か
み
か
け
て
い
る
新

し
い
可
能
性
を
見
失
っ
て
は
い
け
な
い
。こ
の
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
も
ち
ろ
ん
、地
域
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
連
携
体
で
あ
る
S
M
M
A
と
し
て
も
、常
に
心
が
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

「博物館資料を持ち去らないでください。
高田の自然、歴史、文化を復元する

大事な宝です  市教委」
（被災した陸前高田市立博物館の中におかれていたメモ）

提供：遠野文化研究センター
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仙台・宮城ミュージアムアライアンス（SMMA）

仙台・宮城地域のさまざまな博物館が共通の知的資源として協働
することで、地域にとってより有益な機能を獲得していくための共
同事業体です。各館の学芸員や専門職員が持つ知識やノウハウを
集積し、分野を横断した連携イベント、学校教育への協力や地域
で活動する人材の育成支援、観光資源の開発など、単館では実現
困難な新たな価値の創出を行い、地域のニーズに合った新時代の
ミュージアムとなることを目指します。
─
SMMA参加館：スリーエム仙台市科学館、仙台市縄文の森広場、
仙台市天文台、仙台市富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム）、
仙台市博物館、仙台市八木山動物公園、仙台市歴史民俗資料
館、仙台文学館、せんだいメディアテーク、東北大学総合学術博
物館、東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館、宮城県美術館
（2015年2月現在）

この報告をまとめるにあたり、参照させていただいた多くの資料や
文献の執筆者はじめ関係者のみなさま、写真等の資料をご提供い
ただいたみなさま、さらに制作中に頂戴したたくさんのご指摘に、
心より感謝申し上げます。紙面の都合上、また制作側の力不足に
より、取り上げる事象に偏りや不足が生じた面もあるかと思います
が、どうかご容赦ください。
なお、仙台・宮城ミュージアムアライアンスは、東日本大震災におけ
るミュージアムの被災状況と復旧プロセスに関する調査に今後も
継続して取り組んでまいります。今後の調査活動に活かすため、こ
の報告についてお気づきの点がありましたら、ご教示くださいます
ようお願いいたします。

東日本大震災とミュージアム

会期：2015年3月14日（土）─3月18日（水）
会場：せんだいメディアテーク
主催：仙台・宮城ミュージアムアライアンス
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平成26年度文化庁地域と共働した
美術館・歴史博物館創造活動支援事業
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