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特　集

「
伝
統
」
と
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

そ
の
土
地
に
代
々
受
け
継
が
れ
る
、
芸
能
や
祭
事
、
慣
習
な
ど
に
は
、

人
々
の
心
や
つ
な
が
り
を
動
か
す
力
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
祭
り
ご
と
に
あ
わ
せ
て
、
担
い
手
や
見
物
客
が
集
ま
る
こ
と
で

人
と
人
と
の
交
流
が
育
ま
れ
、

そ
ん
な
晴
れ
舞
台
に
向
け
て
、
陰
で
準
備
や
特
訓
を
す
る
こ
と
は
、

大
き
な
や
り
が
い
、
ひ
い
て
は
生
き
が
い
に
な
り
ま
す
。

同
じ
地
域
の
人
た
ち
と
、
ま
た
、
と
き
に
は
地
域
外
の
人
た
ち
と
、

楽
し
み
や
価
値
観
、
志
を
分
か
ち
合
う
。

古
く
か
ら
の
文
化
を
重
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

か
つ
て
地
域
に
暮
ら
し
て
い
た
人
た
ち
の
生
活
や
、

い
ま
そ
こ
に
い
る
自
分
、
周
り
の
人
た
ち
の
生
活
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
に
参
加
し
、
絶
や
さ
ず
保
ち
続
け
よ
う
と
い
う

か
け
が
え
の
な
い
気
持
ち
が
、
支
え
合
い
の
土
壌
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
ま
す
。

伝
統
の
歴
史
と
と
も
に
年
齢
を
重
ね
、
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
地
域
で
の
暮
ら
し
を
、

今
回
の
特
集
を
も
と
に
改
め
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

伝統文化が結ぶ人とまち伝統文化が結ぶ人とまち
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特集 復興と地域包括ケア

ふるさと愛の象徴
◎竹浦獅子振り（宮城県女川町）

● 体に染みついた伝統文化が、集落の人たちを集め、つながりをより深める
● 守られてきた伝統への愛着が、一人ひとりの心や地域を支える

ポイント

特集 伝統文化が結ぶ人とまち

集落中の人が思いを込めて

東
日
本
大
震
災
で
津
波
の

被
害
を
受
け
た
、
宮
城
県
女

川
町
の
竹

た
け
の
う
ら浦
地
区
は
、
高
台

の
2
つ
の
団
地
に
分
か
れ

て
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
２
０
１
７
年
５
月
に
そ

れ
ら
の
整
備
が
完
了
し
て
、

住
宅
が
再
建
さ
れ
た
。
震
災

以
前
に
63
世
帯
あ
っ
た
集
落

は
、
い
ま
で
は
計
33
世
帯
に

減
少
し
た
。

こ
の
地
域
に
５
０
０
年

以
上
前
か
ら
伝
わ
る
と
い

う
「
竹
浦
獅
子
振
り
」
は
、

住
民
の
心
を
支
え
、
世
代
を

超
え
た
交
流
を
育
む
一
助
と

な
っ
て
い
る
。

欠
か
せ
な
い
恒
例
行
事

こ
の
集
落
で
は
、
毎
年
１

月
２
日
に
、
漁
業
な
ど
の
繁

栄
や
無
病
息
災
を
願
い
、
獅

子
振
り
に
よ
る
春
祈
祷
が

行
わ
れ
る
。
集
落
の
人
た

ち
が
、
互
い
の
家
々
を
１
軒

ず
つ
回
り
、
皆
で
庭
か
ら
た

ん
ぶ
つ
唄
と
い
う
も
の
を
唱

え
、
２
台
の
太
鼓
を
代
わ
る

代
わ
る
叩
き
、
笛
を
吹
く
。

そ
の
軽
快
で
力
強
い
音
に
合

わ
せ
て
、
獅
子
が
舞
う
。

獅
子
は
、
玄
関
や
縁
側
か

ら
家
に
入
り
、
邪
気
を
払

う
。
住
民
は
、
自
分
の
家
で

祈
祷
を
し
て
も
ら
う
順
番
が

来
る
と
、
家
族
そ
ろ
っ
て
、

家
の
な
か
か
ら
一
行
を
迎

え
、
終
わ
れ
ば
ご
祝
儀
を
渡

し
た
り
、
飲
み
も
の
、
お
菓

子
な
ど
を
ふ
る
ま
っ
た
り
す

る
。
１
軒
あ
た
り
に
か
か
る

時
間
は
10
分
ほ
ど
で
、
19
年

１
月
の
祈
祷
は
、
午
前
９
時

に
始
ま
り
、
昼
食
休
憩
を
挟

ん
で
午
後
５
時
頃
ま
で
続
い

た
。竹

浦
獅
子
振
り
の
春
祈
祷

や
４
月
の
祭
り
な
ど
を
仕
切

る
の
は
、
同
地
区
の
26
歳
か

ら
45
歳
ま
で
の
住
民
８
人
か

ら
な
る
「
竹
浦
実
業
団
」
だ

が
、
46
歳
以
上
で
長
年
獅
子

振
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
ベ

テ
ラ
ン
勢
や
、
高
校
生
な
ど

の
子
ど
も
世
代
も
集
ま
り
、

30
人
ほ
ど
が
参
加
し
、
集
落

が
一
体
と
な
っ
て
行
事
を
執

り
行
う
。
性
別
や
年
齢
の
違

い
を
超
え
て
、
息
を
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
地

域
に
根
付
い
て
い
る
伝
統
な

ら
で
は
だ
。

「
正
月
と
言
え
ば
獅
子
振

り
」
と
言
う
ほ
ど
暮
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
に
ぎ

や
か
な
そ
の
日
が
終
わ
る

と
、
若
干
の
寂
し
さ
を
感
じ

秋田県 岩手県

福島県

山形県

太平洋

宮城県
女川町
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特集 被災地以外の支え合い

ご
し
た
。

そ
の
避
難
生
活
の
な
か
、

あ
る
と
き
何
人
か
が
集
ま
っ

て
い
た
一
室
で
、
座
布
団
や

ス
リ
ッ
パ
、
風
呂
敷
な
ど
を

使
っ
て
、
即
席
の
獅
子
頭
が

つ
く
ら
れ
た
。舞
い
を
演
じ
、

地
元
の
懐
か
し
さ
な
ど
か
ら

涙
し
な
が
ら
、
故
郷
へ
の
思

い
を
強
め
、
よ
り
前
向
き
な

気
持
ち
に
な
れ
た
と
言
う
。

避
難
を
終
え
、
震
災
後
初

め
て
年
を
越
し
た
12
年
の
正

月
に
も
、
あ
ち
こ
ち
の
仮
設

住
宅
か
ら
海
辺
の
番
屋
に
集

ま
り
、
春
祈
祷
を
行
っ
た
。

獅
子
が
家
々
を
回
る
と
い
う

昔
な
が
ら
の
形
式
は
一
度
途

絶
え
た
が
、
団
地
整
備
後
の

18
年
１
月
に
再
開
さ
れ
た
。

同
年
２
月
、「
竹
浦
獅
子

振
り
保
存
会
」
を
立
ち
上
げ

た
。
月
１
回
、
笛
、
小
太
鼓
、

大
太
鼓
、
獅
子
振
り
、
唄
の

練
習
を
行
っ
て
い
て
、
他
地

域
に
移
り
住
ん
で
も
参
加
し

て
い
る
子
ど
も
が
い
る
。
練

習
場
と
な
る
集
会
所
の
ホ
ワ

イ
ト
ボ
ー
ド
に
は
、「
人
が

話
し
て
い
る
と
き
は
静
か

に
」「
練
習
し
て
い
る
人
の

邪
魔
を
し
な
い
」「
皆
で
褒

め
合
う
」「
皆
で
楽
し
く
練

習
」
と
、
子
ど
も
た
ち
に
向

け
た
決
ま
り
ご
と
が
書
か
れ

て
い
る
。
ふ
れ
あ
い
や
学
び

合
い
な
ど
か
ら
、
人
と
し
て

の
成
長
も
あ
と
押
し
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

地
域
住
民
の
数
も
減
り
、

祭
り
ご
と
の
担
い
手
不
足
な

ど
の
課
題
も
あ
る
な
か
で
、

「
皆
で
協
力
し
合
っ
て
、
こ

れ
か
ら
も
続
け
た
い
」
と
、

竹
浦
実
業
団
団
長
の
菊
池
嘉

治
さ
ん
。

獅
子
振
り
を
「
い
ろ
ん
な

思
い
の
詰
ま
っ
た
、
生
き

る
、
進
む
力
の
源
」
と
語

る
、
竹
浦
獅
子
振
り
保
存

会
会
長
の
阿
部
貞
さ
ん
も
、

「
幼
い
子
ど
も
た
ち
が
、
い

ま
の
大
人
た
ち
の
よ
う
に

デ
ビ
ュ
ー
し
て
、
獅
子
振

り
を
し
て
く
れ
る
日
が
楽

し
み
」
と
集
落
の
未
来
に

大
き
く
期
待
し
て
い
る
。

特集 伝統文化が結ぶ人とまち

な
が
ら
も
、「
こ
れ
か
ら
１

年
間
頑
張
ろ
う
」
と
い
う
気

持
ち
に
な
る
。
現
在
は
町
外

に
住
ん
で
い
る
元
竹
浦
住
民

で
、
当
時
の
ご
近
所
の
家
で

一
緒
に
祈
祷
し
て
も
ら
う
と

い
う
人
も
い
る
。

家
か
ら
家
へ
と
移
動
す
る

合
間
な
ど
に
、
住
民
同
士
で

挨
拶
を
交
わ
し
、
談
笑
す
る

時
間
も
生
ま
れ
る
。
集
落
中

の
人
が
集
ま
る
た
め
、
団
地

の
整
備
に
よ
っ
て
家
と
家
の

距
離
が
離
れ
、
ふ
だ
ん
は
会

う
機
会
が
な
く
な
っ
た
人
と

も
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
は
こ
の
祈
祷
に

あ
わ
せ
て
東
京
か
ら
帰
省
し

て
く
る
人
も
い
る
ほ
ど
だ
。

し
ば
ら
く
会
わ
な
か
っ
た
人

同
士
が
久
々
の
再
会
を
よ
ろ

こ
び
、
懐
か
し
ん
だ
り
、
成

長
や
変
化
に
驚
い
た
り
。
ま

た
、
互
い
の
近
況
を
確
か
め

合
い
、
共
通
の
知
り
合
い
の

話
も
あ
が
る
な
ど
、
情
報
交

換
・
情
報
共
有
の
場
に
も

な
っ
て
い
る
。

	

継
承
が
地
域
を
形
づ
く
る

昔
は
集
落
の
若
手
も
大
人

に
混
ざ
っ
て
祭
り
ご
と
に
参

加
す
る
な
か
で
、
太
鼓
の
叩

き
方
や
獅
子
頭
の
扱
い
方
な

ど
を
体
得
し
て
き
た
。
88
年

か
ら
、
愛
好
会
の
よ
う
な
形

で
、
担
い
手
育
成
の
た
め
の

練
習
会
を
開
始
。
子
ど
も
た

ち
を
主
な
指
導
対
象
と
し

て
、
技
術
の
継
承
も
意
識
的

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ

た
。11

年
３
月
、
震
災
の
津
波

に
よ
り
集
落
の
16
人
が
亡
く

な
り
、
獅
子
頭
や
楽
器
な
ど

も
流
失
し
た
。
仮
設
住
宅
が

整
備
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
集

落
の
一
部
の
人
た
ち
が
一
緒

に
避
難
生
活
を
送
れ
る
よ

う
、
大
規
模
な
受
け
入
れ
先

を
求
め
て
、
秋
田
県
仙
北
市

へ
二
次
避
難
を
し
た
。
避
難

先
と
な
っ
た
ホ
テ
ル
で
は
、

ご
近
所
同
士
が
隣
り
合
う
よ

う
に
世
帯
ご
と
の
部
屋
を
割

り
振
り
、
６
か
月
間
ほ
ど
過

「獅子振りは、私たちの復興の原点」

竹浦獅子振り保存会 会長 阿部貞さん

獅子振りを楽しみに、地域外から戻ってくる人たちも

二次避難先でつくられた獅子頭はいまもたいせつに保管

竹浦実業団 団長 菊池嘉治さん

清
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山形県

宮城県
山元町

岩手県

太平洋

福島県

思いをともに
2地区の神楽を受け継ぐ子ども神楽

伊江村との子ども芸能交流会で、子ども神楽を披露する子どもたち。腰に人差し指と中指をそろえ
て添える所作や足をかかとから地面につける所作などに、坂元神楽の特徴が見える。篠笛は保存会
の力を借りながら、囃子の演奏も子どもたちが行う

ポイント

宮
城
県
山
元
町
の
坂
元
小
学

校
で
、
２
月
７
日
、「
子
ど
も

芸
能
交
流
会
」
が
行
わ
れ
た
。

動
画
中
継
で
結
ば
れ
た
同
小
と

沖
縄
県
伊
江
村
の
伊
江
小
学
校

が
、
地
域
の
伝
統
芸
能
を
発
表

し
合
っ
た
。
同
会
は
、
沖
縄
県

立
芸
術
大
学
准
教
授
の
呉
屋
淳

子
さ
ん
か
ら
の
提
案
に
よ
り
行

わ
れ
た
。

静
寂
を
破
る
法ほ

ら
が
い

螺
貝
の
音
。

一
礼
か
ら
始
ま
る
舞
の
所
作

は
、
篠
笛
と
大
太
鼓
、
締
め
太

鼓
の
囃
子
に
あ
わ
せ
て
、
静
か

ら
動
に
転
じ
る
。「
ス
サ
ス
サ
、

イ
ザ
イ
ザ
」
と
軽
快
な
か
け
声

を
発
し
、
剣
を
手
に
し
な
や
か

に
舞
う
。

―
坂
元
小
の
４
年

生
13
人
が
、「
子
ど
も
神
楽
」

を
披
露
し
た
。
伊
江
小
の
５
年

生
12
人
も
、
国
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
の「
伊
江
島
の
村
踊
」

を
実
演
。
互
い
に
感
想
を
述
べ

合
い
、
伊
江
小
の
児
童
は
、「
神

様
が
舞
い
降
り
て
き
た
み
た

い
」
と
子
ど
も
神
楽
の
印
象
を

語
っ
た
。

会
を
終
え
て
、「
緊
張
し
た

が
、
や
り
遂
げ
ら
れ
た
。
今
後

も
後
輩
に
は
受
け
継
い
で
い
っ

て
ほ
し
い
」
と
坂
元
小
の
尾
柏

茉
里
亜
さ
ん
は
話
し
た
。「
知

ら
な
い
子
と
交
流
す
る
機
会
は

な
か
な
か
な
い
。楽
し
か
っ
た
」

と
同
小
の
岩
佐
桃
花
さ
ん
。
指

導
し
た
中
浜
神
楽
保
存
会
副
会

長
の
高
山
一
男
さ
ん（
69
歳
）は
、

「
い
い
人
生
経
験
に
な
っ
た
と

思
い
ま
す
。
こ
の
先
も
神
楽
を

忘
れ
な
い
で
ね
」
と
児
童
に
語

り
か
け
、
そ
の
成
長
に
目
を
細

め
た
。
児
童
も
、「
こ
こ
ま
で

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

保
存
会
の
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で

す
。
厳
し
く
徹
底
的
に
教
え
て

く
れ
て
、
時
に
冗
談
で
笑
わ
せ

て
く
れ
た
皆
さ
ん
が
大
好
き
で

す
」（
志
小
田
新
汰
く
ん
）
と

感
謝
し
た
。

２
保
存
会
が
と
も
に
活
動

坂
元
小
の
４
年
生
に
、
総
合

的
な
学
習
の
時
間
に
位
置
付
け

て
、
子
ど
も
神
楽
を
教
え
る
の

が
、
中
浜
神
楽
保
存
会
と
坂
元

神
楽
保
存
会
の
両
会
員
だ
。
舞

や
演
奏
の
指
導
の
ほ
か
、
座
学

で
作
法
の
意
味
や
地
域
の
風
習

な
ど
も
伝
え
て
い
る
。
お
披
露

目
の
場
は
、
坂
元
神
社
の
夏
祭

り
や
学
習
発
表
会
、
公
民
館
行

事
な
ど
だ
。

も
と
も
と
中
浜
地
区
の
中
浜

小
学
校
で
は
、「
中
浜
子
ど
も

神
楽
」
が
保
存
会
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
て
い
た
が
、
東
日
本
大

震
災
の
津
波
被
害
を
受
け
て
中

◎中浜神楽保存会・坂元神楽保存会（宮城県山元町）

● 震災後に、子どもたちを、地域を明るくするために、2 地区の伝統神楽をつなげた「子ども神楽」が坂元小学校で
始まった。２つの神楽保存会が一緒に指導し、山伏の作法や伝統の風習の意味も伝えている
●  今年２月には沖縄県の伊江島にある伊江小と交流会を開催。互いの地域の伝統芸能を学び合った

特集 伝統文化が結ぶ人とまち

DATA

中浜神楽
発祥の記録は残されていないが、中浜天神社の春祭りで、
定例で奉納されてきた。12 の曲目からなり、そのうち「剣
舞」をアレンジして「中浜子ども神楽」が生まれた。

坂元神楽
地区の春祭りで集落を巡回して披露され、坂元神社の夏
祭りで奉納されてきた。保存会によれば、一度途絶えた
時期もあったが、ルーツをたどって丸森町の松沢山光明
院から教えを受け、再開された。12 の曲目からなる。

参考：震災後の地域文化と被災者の民俗誌―フィールド災害人文学の構築（新泉社）
＜伝統は流されない＞山元・中浜神楽の今（河北新報　2018 年 11月 18日・19日・20日）
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現
在
、
坂
元
神
楽
保
存
会

で
は
、
中
学
生
５
人
が
後
継

者
候
補
と
し
て
活
動
し
て
い

る
。
子
ど
も
神
楽
を
経
験
し

た
こ
と
か
ら
興
味
を
も
ち
、

入
会
し
た
と
い
う
。

中
浜
神
楽
は
、
現
在
も
再

開
で
き
て
い
な
い
。
保
存
会

と
し
て
は
、
子
ど
も
神
楽
の

指
導
の
ほ
か
、
流
出
し
た
中

浜
神
楽
の
面
づ
く
り
を
行
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、

高
山
さ
ん
は
明
る
い
表
情

で
語
る
。「
こ
れ
か
ら
ど
う

な
っ
て
い
く
か
。
だ
ん
だ
ん

変
わ
っ
て
い
く
と
思
う
け
れ

ど
、
沖
縄
と
の
交
流
も
ふ
く

め
て
楽
し
み
は
あ
る
ん
だ
。

自
分
た
ち
の
目
標
も
あ
る

し
。
た
だ
、
住
民
の
多
く
が

出
た
中
浜
地
区
に
ど
う
後
継

者
を
つ
く
る
か
。
地
区
で
も

相
談
し
て
い
き
た
い
。
ま
あ
、

昔
の
古
狸
み
な
集
め
て
や
っ

て
み
る
か
な
と
思
っ
て
い
る

ん
だ
」。

2
つ
の
神
楽
の
形
を
変
え

て
継
承
さ
れ
た
子
ど
も
神
楽

は
、
震
災
後
の
地
区
を
結
び
、

地
域
を
再
び
明
る
く
し
て
き

た
。
一
方
で
、
変
わ
ら
な
い
、

中
浜
神
楽
を
舞
い
踊
る
姿
が

再
び
見
ら
れ
る
日
も
願
っ
て

や
ま
な
い
。

「心を一つに」

断
。
指
導
役
だ
っ
た
住
民
を

失
い
、
神
楽
の
道
具
も
流
失

し
た
。
被
災
し
た
中
浜
小
は
、

坂
元
小
と
の
合
同
授
業
を
経

て
坂
元
小
と
統
合
し
た
。
一

方
、
坂
元
地
区
に
も
坂
元
神

楽
が
あ
り
、
子
ど
も
神
楽
こ

そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
保
存

会
が
活
動
し
て
い
た
。
２
つ

の
保
存
会
が
一
緒
に
活
動
を

始
め
た
背
景
を
、
両
会
の
代

表
者
は
こ
う
語
る
。

「
元
気
が
な
い
子
ど
も
た
ち

を
心
配
し
た
先
生
が
何
を
し

た
い
か
尋
ね
た
ら
、『
神
楽
を

や
っ
て
み
た
い
』
っ
て
い
う

声
が
出
た
み
た
い
。
俺
も
、

家
族
を
亡
く
し
て
い
て
、
そ

の
こ
と
が
頭
に
あ
っ
て
仕
事

に
な
ら
な
い
か
ら
、
仕
事
を

辞
め
て
い
た
ん
だ
。
そ
れ
で

身
体
が
空
い
て
い
た
時
に
、

学
校
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
。

や
る
の
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、

道
具
が
流
さ
れ
て
何
も
な
い
。

ど
う
す
る
か
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
か
っ
た
」（
高
山
さ
ん
）。

「
世
の
な
か
を
明
る
く
す
る

た
め
に
子
ど
も
た
ち
の
力
を

借
り
な
き
ゃ
、
と
い
う
時
に
、

学
校
か
ら
神
楽
を
や
り
た
い

と
い
う
話
が
舞
い
込
ん
で
き

た
。
２
つ
の
神
楽
に
は
囃
子

や
太
鼓
の
拍
子
な
ど
違
い
は

あ
る
が
、
仲
間
う
ち
で
踊
っ

て
い
る
う
ち
に
慣
れ
て
く
る

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
」（
坂

元
神
楽
保
存
会
会
長
の
阿
部

清
さ
ん
（
74
歳
））。

―
そ
う
し
て
、
中
浜

子
ど
も
神
楽
の
動
作
を
基
本

に
、
坂
元
神
楽
の
動
作
も
取

り
入
れ
、
2
地
区
の
思
い
を

受
け
継
い
だ
「
子
ど
も
神
楽
」

が
始
ま
っ
た
。
烏
帽
子
や
衣

装
な
ど
の
道
具
は
、
保
存
会

と
地
域
住
民
で
、
作
成
し
た
。

２
０
１
３
年
度
か
ら
坂
元
小

の
授
業
で
教
え
ら
れ
、
19
年

度
で
７
年
目
を
迎
え
る
。

高
山
さ
ん
は
、「
子
ど
も
た

ち
は
身
体
を
動
か
す
の
が
好

き
だ
か
ら
、
楽
し
く
や
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
上
の
年
齢
に

な
っ
て
、『
あ
の
時
お
も
し

ろ
か
っ
た
な
』
っ
て
い
う
声

は
聞
こ
え
て
く
る
」
と
う
れ

し
そ
う
に
話
す
。
自
身
が
20

歳
前
後
で
神
楽
を
始
め
た
頃

と
重
ね
あ
わ
せ
、「
地
元
に

あ
る
も
の
を
な
く
さ
な
い
よ

う
に
っ
て
い
う
考
え
を
一
応

も
っ
て
は
い
た
が
、
昔
は
遊

ぶ
も
の
が
何
も
な
く
て
よ
、

神
楽
を
し
て
遊
ん
で
い
た
ん

だ
な
」
と
振
り
返
る
。

阿
部
さ
ん
は
、「
伝
統
芸
能

は
、
伝
承
者
・
年
代
に
よ
っ

て
形
が
変
わ
っ
て
い
く
も
の
。

山
伏
（
法
印
）
が
伝
承
し
た

点
な
ど
、
両
神
楽
に
は
共
通

点
も
あ
る
」
と
子
ど
も
神
楽

の
意
味
を
語
り
、「
子
ど
も

た
ち
が
伝
統
芸
能
や
作
法
を

習
う
こ
と
は
、
将
来
的
に
人

生
の
糧
に
な
る
。
私
た
ち
も

伝
統
芸
能
を
や
っ
て
き
て
よ

か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
多
い
」

と
継
承
す
る
意
義
を
述
べ
た
。

２
つ
の
神
楽
の
未
来

「
子
ど
も
神
楽
は
財
産
」
と

語
る
、
坂
元
小
校
長
の
渡
辺

美
由
紀
さ
ん
（
56
歳
）。
山

元
町
で
は
町
教
委
か
ら
10
年

後
を
目
安
に
町
内
の
４
小
学

校
を
一
校
に
再
編
す
る
話
も

出
て
い
る
が
、「
存
在
感
を

保
っ
て
定
着
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
10
年
後
、

中
浜
小
学
校
と
坂
元
小
学
校

が
統
合
し
た
時
の
よ
う
に
子

ど
も
神
楽
が
継
承
さ
れ
て
い

く
と
信
じ
た
い
」
と
渡
辺
さ

ん
は
希
望
を
口
に
す
る
。「
他

地
区
に
も
こ
う
い
う
神
楽
は

あ
る
。
伊
江
島
み
た
い
に
、

輪
番
制
に
す
る
か
」
と
高
山

さ
ん
は
、
伊
江
村
と
の
交
流

に
ヒ
ン
ト
を
得
て
発
案
し
て

い
た
。

中浜神楽保存会・坂元神楽保存会・
子ども神楽

田

特集 ラジオ体操が生み出す健康と交流

１軒１軒で住民と向き合って祈願

子ども芸能交流会の最後に、中継先の伊江小に再会を誓って手を振る

特集 伝統文化が結ぶ人とまち
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現
在
、
坂
元
神
楽
保
存
会

で
は
、
中
学
生
５
人
が
後
継

者
候
補
と
し
て
活
動
し
て
い

る
。
子
ど
も
神
楽
を
経
験
し

た
こ
と
か
ら
興
味
を
も
ち
、

入
会
し
た
と
い
う
。

中
浜
神
楽
は
、
現
在
も
再

開
で
き
て
い
な
い
。
保
存
会

と
し
て
は
、
子
ど
も
神
楽
の

指
導
の
ほ
か
、
流
出
し
た
中

浜
神
楽
の
面
づ
く
り
を
行
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、

高
山
さ
ん
は
明
る
い
表
情

で
語
る
。「
こ
れ
か
ら
ど
う

な
っ
て
い
く
か
。
だ
ん
だ
ん

変
わ
っ
て
い
く
と
思
う
け
れ

ど
、
沖
縄
と
の
交
流
も
ふ
く

め
て
楽
し
み
は
あ
る
ん
だ
。

自
分
た
ち
の
目
標
も
あ
る

し
。
た
だ
、
住
民
の
多
く
が

出
た
中
浜
地
区
に
ど
う
後
継

者
を
つ
く
る
か
。
地
区
で
も

相
談
し
て
い
き
た
い
。
ま
あ
、

昔
の
古
狸
み
な
集
め
て
や
っ

て
み
る
か
な
と
思
っ
て
い
る

ん
だ
」。

2
つ
の
神
楽
の
形
を
変
え

て
継
承
さ
れ
た
子
ど
も
神
楽

は
、
震
災
後
の
地
区
を
結
び
、

地
域
を
再
び
明
る
く
し
て
き

た
。
一
方
で
、
変
わ
ら
な
い
、

中
浜
神
楽
を
舞
い
踊
る
姿
が

再
び
見
ら
れ
る
日
も
願
っ
て

や
ま
な
い
。

伝統とともに育つ地域

１軒１軒で住民と向き合って祈願

ポイント
● 子どもたちが地元の慣習に参加することが、同世代・多世代間のつながりを深め、成長するきっかけに
● 地域に根付いた慣習を通じて、地域のまとまりも促進される

「
え
ん
ず
の
わ
ー
り
、
と
ー

り
ょ
ー
ば

―
」

宮
城
県
東
松
島
市
月
浜
地
区

で
、
伝
統
的
に
毎
年
１
月
11
日
か

ら
16
日
に
執
り
行
わ
れ
る
「
え
ん

ず
の
わ
り
」
の
な
か
に
「
鳥
追
い
」

と
い
う
行
事
が
あ
り
、
１
月
14
日

の
夜
、
子
ど
も
た
ち
が
集
落
内
の

家
々
を
回
り
、
唱
え
歌
を
歌
う
。

冒
頭
の
唱
え
歌
は
、「
意
地
の
悪

い
（
え
ん
ず
の
わ
り
）
鳥
」
を
追

い
払
い
、
穀
物
な
ど
の
鳥
害
被
害

を
な
く
し
た
い
と
い
う
思
い
に
由

来
。集
落
の
安
全
や
繁
栄
を
願
う
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
え
ん
ず

の
わ
り
は
、
小
学
校
３
年
生
か

ら
中
学
校
１
年
生
に
あ
た
る
年

齢
の
男
子
が
参
加
す
る
の
が
し

き
た
り
。
今
年
参
加
し
た
の
は
、

小
学
校
５
年
生
か
ら
中
学
校
１

年
生
の
３
人
だ
。

鳥
追
い
で
は
、
一
人
ひ
と
り

が
枝
を
手
に
し
て
、
午
後
7
時

頃
か
ら
、
集
落
内
の
個
人
宅
な

ど
20
か
所
ほ
ど
で
、
庭
や
玄
関

か
ら
住
民
に
向
け
て
歌
う
。「
じ

い
さ
ん
、
ば
あ
さ
ん
、
達
者
で

長
生
き
す
る
よ
う
に
」
な
ど
、

定
型
の
文
句
が
10
種
類
あ
り
、

家
ご
と
に
適
当
と
思
わ
れ
る
も

の
を
選
ん
で
、
歌
の
あ
と
に
唱

え
る
。
住
民
は「
あ
り
が
と
う
」

「
頑
張
っ
て
ね
」
と
、
ご
祝
儀
や

差
し
入
れ
を
渡
す
。

岩
屋
で
共
同
生
活

え
ん
ず
の
わ
り
の
期
間
中
、

対
象
と
な
る
子
ど
も
た
ち
は
共

同
生
活
を
送
る
。
も
と
も
と
は
、

10
数
人
が
６
畳
程
度
の
岩
屋
で

煮
炊
き
を
し
、
寝
泊
ま
り
し
、

身
を
清
め
て
鳥
追
い
を
行
っ
て

き
た
が
、
現
在
は
安
全
性
を
確

保
す
る
た
め
に
集
会
所
で
眠
り

に
つ
く
。
朝
食
は
岩
屋
で
と
り
、

そ
こ
か
ら
学
校
へ
通
う
。

参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
の
な
か

で
最
も
年
齢
の
高
い
人
が
、
一
番

大
将
と
呼
ば
れ
、
作
業
の
指
示
を

出
す
な
ど
、
リ
ー
ダ
ー
役
を
務
め

る
。
か
つ
て
は
、
食
事
の
際
に
、

良
い
働
き
を
す
る
人
へ
の
ご
褒
美

と
し
て
味
噌
汁
に
角
豆
腐
を
入

れ
、
働
き
の
悪
い
人
に
は
、
煮
え

て
い
な
い
人
参
を
入
れ
る
な
ど
、

評
価
役
も
担
っ
て
い
た
と
い
う
。

今
年
、
一
番
大
将
を
務
め
て
い

た
、
中
学
校
１
年
生
の
鈴
木
凜り

き生

さ
ん
が
、
は
じ
め
て
え
ん
ず
の
わ

り
に
参
加
し
た
の
は
、
東
日
本
大

震
災
後
で
仮
設
住
宅
に
入
居
し
て

い
る
と
き
だ
っ
た
。
い
ま
は
他
地

域
に
暮
ら
し
て
い
て
、
今
回
参
加

し
て
い
る
ほ
か
の
２
人
と
遊
ぶ
機

会
も
な
く
、
子
ど
も
同
士
で
過
ご

す
時
間
は
一
層
貴
重
だ
。

岩
屋
に
大
人
が
ろ
う
そ
く
を
寄

進
し
に
来
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が

◎えんずのわり（宮城県東松島市）

山形県

岩手県秋田県

太平洋

福島県

宮城県
東松島市

特集 伝統文化が結ぶ人とまち
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お
神
酒
を
ふ
る
ま
う
。「
〇
〇

君
、
大
き
く
な
っ
た
ね
」「
上

手
に
料
理
で
き
た
ね
」
な
ど
と

声
を
か
け
、
集
落
の
大
人
た
ち

が
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守

り
、ふ
れ
あ
う
機
会
に
も
な
る
。

地
域
は
伝
統
と
と
も
に

鳥
追
い
を
終
え
、
残
り
２

日
間
の
目
標
と
し
て
、
鈴
木

凜
生
さ
ん
は
、「
自
分
が
ど
う

２
人
を
引
っ
張
る
か
が
来
年

に
も
か
か
わ
る
と
思
う
の
で
、

頑
張
り
た
い
」
と
話
し
た
。

「
自
分
た
ち
で
囲
炉
裏
で
料

理
を
し
て
、
家
族
の
あ
り
が
た

み
を
感
じ
る
し
、
遊
び
よ
り
も

さ
ら
に
重
み
の
あ
る
思
い
出
と

経
験
に
な
る
」
と
語
る
の
は
、

「
え
ん
ず
の
わ
り
保
存
会
」
副

会
長
の
鈴
木
信
也
さ
ん
。
こ
の

集
落
で
育
っ
た
、
え
ん
ず
の
わ

り
の
経
験
者
で
、
凜
生
さ
ん
の

祖
父
で
も
あ
る
。

地
域
の
子
ど
も
が
少
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
対
象
年
齢

の
幅
を
広
げ
る
こ
と
で
、
存
続

を
図
る
。さ
ら
に
、中
心
と
な
っ

て
取
り
組
む
の
は
あ
く
ま
で
子

ど
も
た
ち
だ
が
、
囲
炉
裏
に
く

べ
る
薪
の
準
備
な
ど
を
大
人
が

手
伝
っ
た
り
、
鳥
追
い
の
と
き

に
高
校
生
が
傍
に
立
っ
て
助
言

し
た
り
、
集
落
の
先
輩
た
ち
が

ゆ
る
や
か
に
支
え
る
。

慣
習
の
価
値
を
た
い
せ
つ
に

し
、
伝
統
を
途
絶
え
さ
せ
な
い

よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
も
、
大

人
も
、
え
ん
ず
の
わ
り
に
参
加

し
た
こ
と
の
な
い
女
性
た
ち

も
、「
伝
統
を
残
し
た
い
」
と

協
力
。
慣
習
が
代
々
地
域
の
子

ど
も
た
ち
を
育
て
、
慣
習
を
守

る
力
が
、
地
域
全
体
の
結
束
に

も
つ
な
が
る
。

専門家に聞く地域づくりの
ヒント

「皆で考えて伝統文化の継承
を」

　本特集では、伝統文化をテーマに、宮城県の各地での取り
組みが紹介されている。それぞれ東日本大震災の津波により
大きな被害を受けた地であり、そこで震災前より伝えてきた
伝統文化を継承していこうとする取り組みである。三地域と
も、継承していくためにさまざまな取り組みをしている。
　伝統文化というと、昔から伝わるものを変えずに、その
まま伝えていくことに意味があると考えがちであるが、必
ずしもそうとは言い切れない。紹介された三つの地区とも
に、東日本大震災により従来どおりに伝統ある行事を行う
ことが叶わなくなったことから、現在できることを見い出
し、伝承するために実践している。そこで生じた変化は、
伝統文化の継承という観点から考えると、必ずしも問題が
あるものではない。それは伝統を継承していくうえで最も
重要なのは、関係する皆でいまできることは何かを話し合
い、今後の方向をつくるということにあるためである。そ
のなかで、これまで続いていた伝統がなんなのかを共有
し、皆で実践していくことにこそ検証する価値があると言
える。
　伝統文化、特にお祭りや行事は昔から続いているとい
うだけではなく、そうした文化を保持していたコミュニ
ティの人間関係を再確認、再構築する機能があることが
知られている。また、子どもたちなど多世代の人が参加

して行事を行うことで、教育的な側面があることも指摘
されている。こうした部分にこそ地域社会で伝統文化が
保持されてきている理由がある。こうして考えると、東
日本大震災のあと、津波により大きな被害を受けた地域、
まさに、今回紹介された三つの地域であるが、そこで伝
統文化の継承に力を入れているというのは、伝統文化が
持つもう一つの側面、地域を結びつけ継承していく力の
ためであるとも言えるのではないだろうか。
　被災地において伝統文化を再開しようとする動きは、行
事を行う楽しさや、信仰の側面から捉えられる。そのため、

「復興」に必須なものと意識されにくいものである。しか
し、今回紹介された三つの地域、そして、その他被災地の
多くの地域で起こっている動きをみれば、伝統文化をつな
いでいくことは、地域社会を復興させていくうえで必須な
ことと言えるかもしれない。東日本大震災から 8 年を経て、
インフラや住宅などの復興は完成しつつある。そのなかに
伝統文化、そして新しい文化がどのように息づいていくの
かが、その後の暮らしをつくっていくうえで重要になる。
　まちづくりという観点からも、そうしたソフト面の復興
にもこれから力を入れていく必要があるので、読者の皆さ
まにも引き続きご協力いただきたい。

埼玉大学大学院修了、1999 年より現職。専門は日本民俗学。特
に民俗芸能、工芸技術などの無形文化遺産に関心を寄せている。
東日本大震災後は、地域社会に伝承されてきた民俗芸能の継承に
関わるなかで、芸能に限らずさまざまな地域社会の文化を次世代に
どう継承させるかということについて研究を進めている。

東北歴史博物館 学芸員

小谷 竜介（こだに・りゅうすけ）さん

清

息をあわせて、唱え歌に声を張る

特集 伝統文化が結ぶ人とまち



清掃とお茶飲みを同時開催

２
０
１
６
年
４
月
に
自
治

会
が
設
立
さ
れ
た
、
宮
城

県
仙
台
市
太
白
区
の
「
あ

す
と
長
町
市
営
住
宅
」
で

は
、
住
民
に
よ
る
清
掃
が

定
期
的
に
行
わ
れ
る
。
自

治
会
で
あ
る
「
ひ
ま
わ
り

会
」
主
導
で
、
1 3
階
建
て

の
住
宅
を
２
～
３
つ
の
フ
ロ

ア
ご
と
に
６
組
に
分
け
、
毎

月
第
２
・
４
日
曜
日
の
朝
９

時
か
ら
、
毎
回
異
な
る
組

が
当
番
を
担
う
。
夏
の
間

は
、
気
温
が
上
が
る
前
に

終
え
ら
れ
る
よ
う
、
実
施

時
間
を
１
時
間
繰
り
上
げ

る
工
夫
も
取
り
入
れ
て
い

る
。エン

ト
ラ
ン
ス
や
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
、
自
分
た
ち
の
フ
ロ
ア

の
廊
下
、
団
地
内
の
ご
み

集
積
所
な
ど
を
、
多
い
時

に
は
30
人
ほ
ど
で
力
を
合

わ
せ
て
綺
麗
に
す
る
。
１

時
間
ほ
ど
で
清
掃
は
終
わ

り
、
参
加
者
に
は
、
同
市

指
定
の
家
庭
用
ご
み
袋
を

お
礼
と
し
て
配
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
１
時
間
ほ

ど
、
ほ
っ
と
一
息
つ
き
な
が

ら
、
集
会
室
で
お
茶
飲
み

を
行
う
。

入
居
者
同
士
で
談
笑

し
、
交
流
を
深
め
る
。
こ

れ
が
こ
の
集
ま
り
の
最
大

の
目
的
だ
。

住
宅
の
美
化
活
動
を
通

じ
て
、
自
治
の
た
め
の
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
、
知

り
合
い
の
い
な
い
人
で
も
、

ご
近
所
と
つ
な
が
り
を
も

つ
こ
と
に
つ
な
が
る
。
親

と
参
加
し
て
、
大
人
た
ち

と
親
し
い
関
係
を
築
き
、

手
伝
い
を
し
た
り
、
あ
た

た
か
く
見
守
ら
れ
て
い
る

中
学
生
も
い
る
。

設
立
当
初
か
ら
ひ
ま
わ

り
会
の
役
員
を
務
め
る
加

藤
弘
一
さ
ん
は
、
「
清
掃
活

動
に
出
る
こ
と
で
、
入
居

者
同
士
、
知
ら
な
い
人
と

も
知
り
合
え
る
。
仮
設
住

宅
で
の
生
活
を
経
て
改
め
て

学
ん
だ
、『
つ
な
が
り
を
も

つ
こ
と
が
た
い
せ
つ
』
と
い

う
こ
と
を
大
事
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
。

5 0
歳
代
で
、
勤
め
先
か
ら

帰
宅
し
て
参
加
で
き
る
よ

う
、
自
治
活
動
の
打
ち
合

わ
せ
は
平
日
夕
方
に
行
う
。

清
掃
後
の
お
茶
出
し
に

来
る
熊
谷
洋
子
さ
ん
は
、

同
住
宅
の
夏
祭
り
の
手
伝

い
を
し
て
、
自
治
会
役
員

と
知
り
合
っ
た
。
「
清
掃
の

あ
と
の
お
茶
出
し
の
手
伝

い
を
お
願
い
で
き
な
い
か
し

ら
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た

こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
毎
回

足
を
運
ん
で
い
る
。
「
声
を

か
け
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
こ

の
場
に
入
り
や
す
か
っ
た
。

皆
に
会
え
る
の
が
楽
し
み
」

と
話
す
。

熊
谷
さ
ん
に
声
を
か
け
た

の
は
、
副
代
表
の
大
山
葉
子

さ
ん
。「
皆
協
力
的
で
助
か
っ

て
い
る
」
と
言
う
。
ま
た
、

熊
谷
さ
ん
は
、
ほ
か
の
入
居

者
と
と
も
に
10
人
で
、
２
人

１
組
の
訪
問
に
よ
る
見
守
り

も
行
っ
て
い
る
。
月
２
回
、

独
居
世
帯
を
訪
れ
る
も
の

で
、
高
齢
者
ば
か
り
で
な
く
、

40
歳
代
の
も
と
に
も
伺
う
。

ま
た
、
見
守
り
を
す
る
側

と
、
し
て
も
ら
う
側
で
毎
月

食
事
会
も
開
き
、
交
流
を

図
っ
て
い
る
。

同
住
宅
は
、
災
害
公
営

住
宅
と
し
て
建
設
さ
れ
た

が
、
被
災
し
て
い
な
い
人
の

入
居
も
受
け
付
け
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
が
混
ざ
っ
て
生

活
し
て
い
る
。
も
う
１
人

の
副
代
表
の
安
藤
譲
さ
ん

は
、
「
同
じ
屋
根
の
下
の
生

活
だ
か
ら
、
家
族
同
様
の

つ
き
あ
い
が
必
要
。
清
掃

と
お
茶
飲
み
へ
多
く
の
人

に
来
て
も
ら
う
方
法
を
考

え
た
」
と
語
る
。

あすと長町市営住宅
（宮城県仙台市太白区）

力をあわせて、てきぱきと

9

集
団
移
転
＆

　
　
　

災
害
公
営
住
宅

ま
じ
わ
る
！

第 回41

お茶飲みが入居者のつながりを深める

清

太平洋

山形県

福島県

岩手県秋田県

宮城県
仙台市
太白区
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太平洋

山形県

福島県

岩手県秋田県

宮城県
石巻市

形
を
変
え
て
６
年
以
上
仮
設
住

宅
で
活
動
を
続
け
て
き
た
男
の

会
「
あ
っ
ち
む
い
て
ホ
イ
」
が
、

３
月
の
集
会
所
の
閉
鎖
で
、
活
動

に
節
目
を
迎
え
る
。
参
加
者
は
仮

設
大
橋
団
地
の
住
民
と
元
住
民

約
20
人
で
、
転
出
し
た
人
も
車
に

乗
り
あ
わ
せ
る
な
ど
し
て
参
加

す
る
。
月
一
回
、
料
理
づ
く
り
や

県
看
護
協
会
に
よ
る
健
康
相
談

会
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

仮
設
住
宅
の
男
性
の
集
い
場

づ
く
り
を
目
的
に
、
市
健
康

推
進
課
・
市
社
会
福
祉
協
議

会
・
県
看
護
協
会
の
共
催
で

2
0
1
2
年
に
始
ま
っ
た
「
大

橋
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
が
前
身
。

15
年
３
月
の
活
動
終
了
後
、
住

民
有
志
の
自
主
運
営
に
移
っ
て

継
続
し
て
き
た
。

代
表
の
佐
藤
善
男
さ
ん
は
、

「
社
協
さ
ん
や
皆
が
い
る
か
ら
で

き
る
。
つ
な
が
ら
な
き
ゃ
ダ
メ

な
ん
だ
」
と
こ
う
し
た
集
ま
り

の
た
い
せ
つ
さ
を
語
る
。「
長
年

続
い
て
い
る
男
の
集
ま
り
っ
て

そ
う
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
話
を
し

て
情
報
共
有
も
し
て
い
る
。
男
の

人
た
ち
は
楽
し
み
に
し
て
い
る
」

と
市
社
協
復
興
支
援
課
（
エ
リ
ア

主
任
）
の
吉
澤
康
友
さ
ん
。

今
年
２
月
に
は
、
看
護
協
会

に
よ
る
健
康
講
話
が
あ
っ
た
。

「
ア
ル
コ
ー
ル
は
中
性
脂
肪
を
増

や
す
。
休
肝
日
を
設
け
て
」
と

い
う
協
会
職
員
の
話
に
、「
毎
日

飲
ん
で
い
る
人
が
元
気
い
い
よ
」

と
参
加
者
。
焼
酎
を
毎
日
飲
む

と
い
う
阿
部
守
さ
ん
が
、「
93
歳
」

と
年
齢
を
明
か
す
と
盛
り
あ
が

る
。「
限
界
を
わ
か
っ
て
い
る
か

ら
。
毎
日
で
も
量
決
め
て
い
る

ん
だ
よ
ね
」
と
職
員
。

「
何
杯
で
す
か
」
と
質
問
が
飛

ぶ
。「
一
杯
だ
け
」
と
い
う
答
え

に
周
囲
か
ら
は
拍
手
と
嘆
声
。「
焼

酎
の
メ
ー
カ
ー
は
な
ん
で
す
か
」

「
い
い
ち
こ
」。
周
囲
は
笑
い
に
包

ま
れ
る
。「
長
生
き
す
る
お
手
本

が
こ
こ
に
い
る
か
ら
ね
」と
職
員
。

そ
の
後
体
操
や
輪
唱
を
行
い
、

「
あ
ぁ
今
日
も
楽
し
か
っ
た
」
と

参
加
者
。
次
回
が
最
後
の
開
催

と
な
る
こ
と
に
、「
こ
こ
を
残
し

て
っ
て
、
皆
で
市
役
所
に
言
い
に

行
く
か
。
こ
う
い
う
場
所
が
必
要

な
ん
だ
」
と
惜
し
む
声
が
出
た
。

現
在
の
と
こ
ろ
活
動
場
所
の
確

保
の
難
し
さ
な
ど
も
あ
っ
て
、

継
続
の
予
定
は
な
い
。
そ
れ
で

も
、
不
定
期
で
の
同
窓
会
や
参

加
者
同
士
で
の
互
い
の
家
の
行

き
来
な
ど
、
つ
な
が
り
が
続
い

て
い
く
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

参加者と県看護協会職員とで、歌にあわせて手遊び 手遊びがきれいな形にそろって、互いに拍手残り 2 回となった 2 月 28 日の開催日には
コレステロールをテーマに健康講話があった

東北の力をつくりだす人・団体を紹介します。

71回目
市民リレー

◎
あ
っ
ち
む
い
て
ホ
イ
（
宮
城
県
石
巻
市
）

健
康・料
理
で
つ
な
が
る

　
　
仮
設
住
宅
の
男
の
集
い
場

今回は・・・

田



11

東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被

害
を
受
け
、
危
険
区
域
と
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
解
散
し
た
、
宮

城
県
亘
理
町
荒
浜
地
区
の
「
荒

浜
５
丁
目
婦
人
会
」。
そ
の
メ

ン
バ
ー
が
中
心
と
な
り
、
毎
月

「
し
ゃ
べ
る
茶
会
」
と
称
し
た

お
茶
飲
み
を
し
て
い
る
。
団
体

名
は
、「
荒
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

婦
人
の
会
」
だ
。
荒
浜
５
丁
目

に
住
ん
で
い
た
、
60
～
80
歳
代

の
女
性
23
人
が
主
だ
が
、
も
と

も
と
他
地
区
に
住
ん
で
い
た
人

も
加
入
で
き
る
。

荒
浜
港
町
集
会
所
で
、
午
前
10

時
か
ら
午
後
３
時
30
分
頃
ま
で
、

体
操
を
し
た
り
、
持
ち
寄
っ
た

昼
食
を
食
べ
た
り
し
て
過
ご
す
。

会
員
の
特
技
や
趣
味
を
生
か
し

て
、
皆
で
籠
や
バ
ッ
グ
を
つ
く
っ

た
り
す
る
こ
と
も
。
ま
た
、
車

に
乗
り
あ
わ
せ
て
集
ま
る
人
が

ほ
と
ん
ど
で
、
買
い
も
の
な
ど

の
用
足
し
に
付
き
合
っ
て
も
ら

う
こ
と
も
あ
る
。

年
に
１
回
、
旅
行
に
出
か
け
る

「
移
動
茶
会
」
を
行
う
。
ま
た
、

同
会
の
活
動
で
な
く
て
も
、
同

じ
メ
ン
バ
ー
が
代
表
の
永
浜
由

紀
子
さ
ん
の
畑
で
野
菜
を
育
て
、

収
穫
し
、
し
ゃ
べ
る
茶
会
で
調

理
し
て
食
べ
た
り
、
環
境
美
化

活
動
に
取
り
組
む
こ
と
も
あ
る
。

震
災
以
前
は
、
日
中
、
玄
関

を
施
錠
せ
ず
に
外
出
し
た
り
、

ご
近
所
同
士
で
「
何
し
て
る

の
ー
？
」
と
扉
を
開
け
て
声
を

か
け
た
り
す
る
こ
と
が
日
常
的

だ
っ
た
、
荒
浜
５
丁
目
の
住
民
。

仮
設
住
宅
に
入
居
し
て
い
た

２
０
１
１
年
７
月
に
、
離
れ
離

れ
の
顔
な
じ
み
に
会
い
た
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
会
が
発
足
し

た
。
町
内
３
か
所
の
仮
設
住
宅

団
地
の
集
会
所
を
利
用
し
、
毎

月
ど
こ
か
に
集
ま
っ
た
。

復
興
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
団

地
に
転
居
し
た
り
、
そ
の
ほ
か

で
土
地
を
購
入
し
た
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
宅
の
再
建
を
果
た
し
、

仙
台
市
な
ど
、
町
外
に
暮
ら
す

人
も
い
る
。「
被
災
に
よ
っ
て
、

交
流
が
断
ち
切
ら
れ
た
」
と
話

す
よ
う
に
、
転
居
し
た
先
で
の

新
た
な
近
所
づ
き
あ
い
に
な
じ

め
な
い
の
だ
と
い
う
。

代
表
の
永
浜
さ
ん
は
、「
こ
の

会
が
生
き
が
い
。
支
え
合
い
な

が
ら
、
長
く
続
け
た
い
」
と
語

る
。「
離
れ
て
も
同
じ
境
遇
の
人

同
士
だ
か
ら
、
気
持
ち
を
理
解

し
合
え
る
」
と
、
昔
か
ら
続
く

関
係
性
、
憩
い
の
時
間
が
、
互

い
を
支
え
て
い
る
。

体操も楽しくにぎやかに 調理場からは熱々の料理が

皆、時間がいくらあってもしゃべり足りない

清

太平洋

山形県

福島県

宮城県
亘理町

岩手県秋田県

◎
荒
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
婦
人
の
会
（
宮
城
県
亘
理
町
）

地
元
を
離
れ
た
元
婦
人
会

今回は・・・
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か
つ
て
、
八
幡
で
は
、
大
崎
八
幡
宮

と
と
も
に
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
「
天

賞
酒
造
」
と
い
う
造
り
酒
屋
の
酒
蔵

が
、
長
く
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

１
９
９
２
年
に
は
、
杜
の
都
の
歴
史
を

伝
え
る
遺
産
と
し
て
、
仙
台
市
の
都
市

景
観
賞
も
受
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、

２
０
０
４
年
に
天
賞
酒
造
は
川
崎
町
に

移
転
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
な
ん

と
か
し
て
こ
の
地
域
の
宝
を
残
せ
な
い

か
」
と
い
う
声
が
地
区
住
民
か
ら
あ
が

り
、
行
政
と
の
間
で
話
し
合
い
が
も
た

れ
た
。
そ
の
結
果
、
仙
台
市
が
土
地
を

購
入
し
て
、建
て
物
（
天
賞
酒
造
店
蔵
）

は
移
築
し
て
「
八
幡
杜
の
館
」
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
り
、
庭
園
（
天
賞
苑
）
は

「
中
島
丁
公
園
」と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

建
て
物
に
は
当
時
使
わ
れ
て
い
た
ま
ま

の
構
造
材
を
一
部
用
い
る
な
ど
、
か
つ

て
の
面
影
を
最
大
限
に
留
め
る
形
で
移

築
が
行
わ
れ
た
。

現
在
、
八
幡
杜
の
館
は
、
地
域
の
文

化
活
動
の
拠
点
と
し
て
幅
広
い
世
代
に

親
し
ま
れ
て
い
る
。
管
理
運
営
は
、
住

民
有
志
の「
八
幡
杜
の
館
運
営
委
員
会
」

が
担
い
、
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
交
代

で
運
営
し
て
い
る
。
住
民
の
手
で
無
理

な
く
長
期
的
に
継
続
さ
せ
て
い
け
る
形

態
を
考
え
て
、
開
館
日
は
週
4
日
と

し
て
い
る
。

館
内
に
は
天
賞
酒
造
を
紹
介
す
る

パ
ネ
ル
や
古
地
図
、
寄
贈
さ
れ
た
美
術

品
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
無
料
で

入
場
で
き
る
。
ま
た
、
一
般
向
け
に
貸

し
出
し
を
行
っ
て
い
て
、
常
設
展
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
コ
ン
サ
ー
ト
、
落

語
会
な
ど
多
様
な
催
し
物
が
開
か
れ
て

い
る
。

昨
年
10
月
に
は
、
小
学
生
の
絵
画
コ

ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
・
展
示
が
行
わ
れ

た
。「
八
幡
町
の
い
い
と
こ
ろ
」
と
題

し
た
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
子
ど
も
た
ち
が

ま
ち
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
機
会
と
も

な
っ
た
。
総
合
学
習
の
授
業
の
一
環
と

し
て
も
活
用
さ
れ
る
な
ど
、
周
辺
の
学

校
と
も
積
極
的
に
連
携
を
し
て
、
若
い

世
代
に
地
域
へ
と
か
か
わ
っ
て
も
ら
う

入
口
に
も
な
っ
て
い
る
。

中
島
丁
公
園
は
、
毎
年
１
月
に
は
、

仙
台
の
風
物
詩
で
あ
る
ど
ん
と
祭
り

（
松
焚
祭
）
の
裸
参
り
の
出
発
地
点
と

し
て
に
ぎ
わ
う
。
毎
年
４
月
に
は
、
満

開
の
桜
の
木
の
下
で
さ
く
ら
祭
り
が
催

さ
れ
、
多
世
代
が
ふ
れ
あ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
域
の
宝
は
形

を
変
え
て
受
け
継
が
れ
て
、
新
た
な
交

流
拠
点
と
し
て
地
域
を
つ
な
い
で
い
る
。

八
幡
杜
の
館
運
営
委
員
会
副
委
員
長

の
槻
田
一
彦
さ
ん
は
、「今
年
も
4
月
14
日

10
時
か
ら
、
中
島
丁
公
園
で
桜
ま
つ
り

が
開
催
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
お
越
し
く

だ
さ
い
」
と
話
し
た
。

以前行われたさくらまつりの光景。桜の木の下で、
学生による吹奏楽演奏がお披露目された

杜の館内部の展示コーナー

鮮やかな黒塗りが目を引く、八幡杜の館の外観

◎
八
幡
杜
の
館(

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区)

地
域
の
宝
は
形
を
変
え
て

今回は・・・

田

太平洋

山形県

福島県

宮城県
仙台市
青葉区

八幡杜の館

〒 980-0871
宮城県仙台市青葉区八幡三丁目 1-11
TEL：022-211-7077
開館時間：毎週木曜日から日曜日
午前 10:00 ～午後 4:00（閉館日：月・火・水曜日）
　運営は、八幡地区まちづくり協議会からの交付金
とサポーターの皆様の年会費によって主に賄われて
います。安定した運営を継続させるには、まだ多くの
サポーターの皆様のお力添えが必要な現実です。仙
台北西部の文化活動の拠点、地域住民の憩いの場と
して、地域の皆様とともに寄り添いあいながら運営
していきたいと願っています。
　このような趣旨にご賛同いただけるサポーターの
皆様を募集しています。
年会費：一口 1,000 円（何口でも結構です）
ご賛同いただける方は、上記連絡先にご連絡いただ
きたく存じます。

DATA



作業後 作業前

「
一
軒
一
軒
玄
関
先
ま
で
」。移
動
販
売
車
で
買
い
も
の
支
援

移
住
促
進
や
空
き
家
活
用
も
展
開

宮
城
県
栗
原
市
西
部
の
中

山
間
地
域
で
あ
る
花
山
地
区

で
、
移
動
販
売
が
2
0
1
8

年
９
月
か
ら
始
ま
っ
た
。

毎
週
金
曜
日
、
約
３
時
間
か

け
、
地
区
の
希
望
世
帯
を
一
軒

一
軒
回
っ
て
、
食
料
品
や
日
用

品
を
販
売
。
利
用
者
は
、「
こ

う
い
う
も
の
が
な
い
と
生
活

で
き
な
い
。
つ
く
づ
く
あ
り
が

た
み
が
わ
か
る
」「
寒
い
時
も

玄
関
先
ま
で
来
て
も
ら
え
て

助
か
る
」「
部
屋
着
で
気
軽
に

買
い
も
の
で
き
る
の
が
い
い
。

（
店
主
と
）
い
ろ
い
ろ
な
話
を

し
て
、
情
報
交
換
も
で
き
る
」

と
感
謝
す
る
。
高
齢
化
率
約

50
%
超
と
過
疎
化
が
進
み
、

交
通
の
利
便
性
の
低
い
地
区

で
、
移
動
手
段
を
も
た
な
い
住

民
の
生
活
を
助
け
て
い
る
。

地
区
内
の
「
ヤ
マ
ザ
キ

シ
ョ
ッ
プ
新
茶
屋
」
店
主
で
も

あ
る
佐
藤
倫
治
さ
ん
と
運
転

手
２
人
で
接
客
販
売
す
る
。
パ

ン
粉
が
ほ
し
い
な
ど
と
要
望

が
あ
れ
ば
次
回
以
降
仕
入
れ
、

電
球
が
切
れ
て
い
る
話
が
出

れ
ば
サ
ー
ビ
ス
で
交
換
す
る
。

住
民
の
様
子
も
気
に
か
け
、
見

守
り
の
機
能
も
も
つ
。

移
動
販
売
車
の
運
営
母
体

は
、
行
政
区
長
ら
地
区
住
民
35

人
で
構
成
さ
れ
る
「
一
般
社
団

法
人
は
な
や
ま
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
だ
。
地
域
の
課
題
解
決
を

目
的
に
14
年
に
設
立
さ
れ
た

「
花
山
地
区
『
小
さ
な
拠
点
』

づ
く
り
推
進
委
員
会
」
を
、
18

年
5
月
に
法
人
化
し
て
移
行

し
た
。
法
人
化
し
た
こ
と
で
、

団
体
名
義
の
契
約
や
登
記
を

行
え
、
委
託
事
業
を
受
け
や
す

く
な
る
。
18
年
度
は
「
宮
城
県

買
い
物
強
化
支
援
事
業
」
に
採

択
さ
れ
、
県
（
1
/
2
）
と
市

（
1
/
3
）
の
補
助
、
法
人
負

担
（
1
/
6
）
で
、
車
両
代
な

ど
の
事
業
費
を
賄
っ
た
。

法
人
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

設
置
し
て
活
動
。「
買
い
も
の

支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
ほ
か

に
も
、
多
様
な
取
り
組
み
を
行

う
。「空

き
家
利
活
用
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
は
、
地
区
の
空
き
家

を
入
居
可
能
な
物
件
に
し
て
、

移
住
者
の
受
け
皿
を
目
指
す
。

掃
除
や
家
財
の
片
づ
け
を
し
、

持
ち
主
が
不
要
と
認
め
た
も

の
に
つ
い
て
は
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
で
販
売
す
る
。

「
交
流
・
移
住
体
験
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
は
、「
か
が
や
く

女
性
た
ち
と
過
ご
す
花
山
い

な
か
時
間
」
を
掲
げ
、
年
２
回

移
住
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
。
移
住
希
望
者
と
地
区
住
民

が
、
地
域
行
事
や
農
作
業
な
ど

で
交
流
す
る
。

法
人
事
務
局
に
は
、
地
域
お

こ
し
協
力
隊
が
所
属
し
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
推
進
業
務
に
あ
た

る
。
同
隊
の
村
山
喜
子
さ
ん

は
、「
人
と
密
着
す
る
協
力
隊

の
典
型
的
な
活
動
。
地
域
の
人

と
ふ
れ
あ
っ
て
、
ど
ん
な
人
が

い
る
か
知
り
合
っ
て
い
く
の

が
大
事
」
と
話
す
。

買
い
も
の
強
化
支
援
事
業

は
18
年
度
で
終
わ
る
が
、
引
き

続
き
法
人
で
運
営
す
る
。「
当

初
考
え
て
い
た
十
分
な
利
用

者
が
い
て
、
補
助
事
業
と
し
て

目
標
を
達
成
で
き
て
い
る
の

は
幸
い
」
と
事
務
局
長
の
佐
々

木
徳
吉
さ
ん
。
法
人
と
し
て
利

用
者
の
推
移
を
見
守
り
、
広
報

な
ど
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る

予
定
だ
。

今
後
は
、「
独
自
の
、
交
流
機

能
を
兼
ね
た
高
齢
者
の
冬
季
居

住
施
設
建
設
が
目
標
。ま
ず
は
、

若
い
人
に
来
て
も
ら
え
る
地
域

づ
く
り
に
力
を
い
れ
た
い
」
と

佐
々
木
さ
ん
は
話
し
た
。

住
民
が
支
え
合
う
生
活
支
援

一
般
社
団
法
人
は
な
や
ま
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
宮
城
県
栗
原
市
）

8

買った商品を玄関先まで届ける車両には冷蔵機能もあり、
新鮮な魚や肉、卵、果物などを扱う

栗原市社会福祉協議会の花山高齢者生活福祉センターで
住民と（左端が佐藤倫治さん）。吹雪くなか、施設前ま

で来てくれる移動販売車の存在はありがたい

「花山音頭」のメロディーにのせ、
地域を走る移動販売車

13

田



岐
阜
県
御み

た
け
ち
ょ
う

嵩
町
の
町
役
場
か
ら
徒

歩
３
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
喫
茶
店

「
る
ま
ん
」
が
あ
る
。

朝
８
時
。
開
店
と
同
時
に
次
々
と

客
が
入
り
、ほ
ぼ
全
員
が
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ッ

ト
を
注
文
す
る
。
ぶ
厚
い
ト
ー
ス
ト
に
、

ゆ
で
卵
、野
菜
サ
ラ
ダ
や
果
物
、コ
ー
ヒ
ー

が
付
い
て
４
０
０
円
。
開
店
直
後
は
出

勤
途
中
の
男
性
が
多
く
、
し
ば
ら
く
す

る
と
家
事
を
一
段
落
さ
せ
た
ら
し
い
女

性
の
姿
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
年
齢

的
に
は
中
高
年
層
が
中
心
。
特
に
午

前
９
時
～
正
午
の
時
間
帯
は
、
70
歳

以
上
の
人
た
ち
で
大
い
に
に
ぎ
わ
う
。

「
シ
ル
バ
ー
カ
ー
を
押
し
て
来
る
90

歳
過
ぎ
の
女
性
も
い
ま
す
よ
。
昔
は

若
い
人
が
多
か
っ
た
ん
で
す
が
、
店
と

一
緒
に
お
客
さ
ん
も
私
も
年
を
取
り

ま
し
た
ね
」
と
語
る
の
は
、
店
を
夫

と
二
人
で
切
り
盛
り
す
る
木
村
美
知

代
さ
ん
（
67
歳
）。
開
業
は
１
９
８
２

年
で
、
今
年
37
年
目
を
迎
え
た
。

「
ほ
と
ん
ど
毎
日
来
る
」
と
い
う

男
性
（
68
歳
）
に
店
の
魅
力
を
聞
く

と
、「
こ
こ
に
来
れ
ば
た
い
て
い
知
り

合
い
が
い
て
、
気
軽
に
話
が
で
き
る
。

マ
マ
や
マ
ス
タ
ー
と
の
会
話
も
楽
し
い
」

と
話
し
て
く
れ
た
。

一
人
で
来
て
も
友
人
の
姿
が
あ
れ

ば
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
和
気
あ
い
あ
い
。

見
ず
知
ら
ず
の
人
が
い
て
も
打
ち
解

け
る
の
に
時
間
は
か
か
ら
な
い
。

週
に
一
度
集
ま
っ
て
モ
ー
ニ
ン
グ
を
食

べ
る
と
い
う
80
歳
代
の
女
性
７
人
の
グ

ル
ー
プ
に
も
聞
い
て
み
た
。「
こ
こ
に

来
る
日
が
楽
し
み
。
仲
間
と
会
っ
て

話
を
す
る
と
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
」「
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
暮
ら
し
に
役
立
つ

情
報
を
や
り
取
り
で
き
る
」「
何
時

間
い
て
も
気
兼
ね
が
な
い
」。
毎
週

火
曜
の
朝
９
時
頃
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家

か
ら
歩
い
て
店
に
来
て
、
正
午
近
く

ま
で
一
緒
に
過
ご
す
。
７
人
の
う
ち
６

人
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
。
い
つ
も
連

絡
を
取
り
合
い
、
お
互
い
の
家
を
行

き
来
し
て
、
お
す
そ
分
け
や
お
茶
飲

み
を
し
て
い
る
。
体
調
を
崩
し
た
り
、

困
り
ご
と
を
抱
え
た
人
が
い
れ
ば
、

す
ぐ
に
気
づ
い
て
手
を
差
し
伸
べ
る
。

さ
ら
に
常
連
数
人
に
店
の
魅
力
を

語
っ
て
も
ら
っ
た
。「
昔
か
ら
な
じ
み

で
、
定
年
退
職
し
て
も
気
後
れ
せ
ず

通
え
る
」
「
こ
こ
で
モ
ー
ニ
ン
グ
を
食

べ
る
の
が
日
課
。
そ
う
し
な
い
と
一
日

が
始
ま
ら
な
い
」
「
好
き
な
と
き
に

来
て
、
何
時
間
で
も
い
ら
れ
て
、
帰

り
た
い
と
き
に
帰
れ
る
」。

御
嵩
町
は
、
岐
阜
県
中
南
部

の
中
山
間
地
に
位
置
。
人
口
は

１
万
８
３
７
９
人
（
７
３
４
４
世
帯
）

で
高
齢
化
率
30
・
４
％
（
２
０
１
８

年
12
月
１
日
時
点
）。
町
内
に
喫
茶

店
が
十
数
軒
あ
り
、「
る
ま
ん
」
同
様
、

多
く
の
住
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

暮
ら
し
の
な
か
に
喫
茶
店
が
あ
る
。

そ
の
生
活
文
化
が
交
流
を
生
み
、
孤
立

を
防
ぎ
、
支
え
合
い
を
育
ん
で
い
る
。
木

仲
間
と
お
し
ゃ
べ
り

自
然
な
つ
な
が
り
と
支
え
合
い
を
生
み
出
す

ど
こ
で
も
サ
ロ
ン

ど
こ
で
も
サ
ロ
ン

モ
ー
ニ
ン
グ
で
交
流
と
支
え
合
い

喫
茶
店
「
る
ま
ん
」

第
19
回

岐
阜
県
御
嵩
町

福井県

石川県

岐阜県
御嵩町

愛知県
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宮城県サポートセンター支援事務所 
  　　　　アドバイザー　浜上 章

若いときの孤独と寂しさ、
老いの孤独は？

ひとりごと

宮城県サポートセンター支援事務所
〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-7-4 宮城県社会福祉会館 3 階 　TEL 022-217-1617　 FAX 022-217-1601

サ ポ ー タ ー の あ な た へ

宮城県サポートセンター支援事務所　所長　鈴木守幸

 サポートセンター行脚

大学を卒業して就職したまちでの住まいは、陽当たりの
悪い文化住宅だった。気楽さと孤独が共存するひとり暮らし。
残業をして帰宅する。薄暗い扉を開けて『ただいま』と言って、

『お帰り』と自分で応える。テレビを見ながらのひとり言が
いつの間にか日常となり、寂しさを紛らわすささやかな方
便となった。ときどき、寂しさに発狂しそうで柱にしがみ
つきたい衝動にかられた。自宅から歩いて１分のところに、
仕事でお世話になっている女性の家があった。その方の名
前が母の名前と同じで、年齢も近く親しく感じた。寂しさ
に耐えられないとき、その方の家を訪ね、お茶やお茶づけ
をご馳走になり喋った。そこは私のなかでは、どこか母の
ような場所だった。そこに行くと、“ひとりではない”とい
う感情が湧いて心が温かくなった。その頃想ったのは、若
いときの孤独はまだ将来があると思える。しかし、高齢になっ
た時の孤独はどうなんだろうか？と。先のない不安と孤独
による寂しさを想像して恐ろしくなったのを覚えている。

鈴木所長お勧めの映画『ボヘミアン・ラプソディ』を
観た。ロックバンド・クイーンのボーカル、フレディ・
マーキュリーの半生を描いた作品。感動した。同時に移
民の子ども、出っ歯によるコンプレックス、父親との葛
藤、同性愛、不治の病い。華々しい成功の裏で深まるフ
レディの“孤独”、そして葛藤しながら成長していく姿
が、映画全体を流れる一つのテーマのように感じた。

映画『ガンジスに還る』を観た。自らの死期を悟っ
た 77 歳の父に付き添って、息子はガンジスの聖地バラ
ナシで短いときをともに過ごす。死への旅立ちの“覚悟”
ができた父は、息子に家に帰るよう突き放した。『心の
声に従うように』という言葉を残して。人は老いのな
かで生じる孤独を、そして死への受容をどう整えてい
くのか？人は皆、どこかに何がしかの寂しさ、孤独を
感じて生きている。エネルギーに満ちた若いときの孤
独と寂しさ。体力、気力などの衰えを自覚し、死を身
近なものに感じるようになった老いの孤独と寂しさ。
人生を自分なりに“精いっぱい生きた”と肯定できれば、
生への執着が少しずつ薄れていくのかもしれない。

あの日の朝からの行動を不思議と鮮明に覚えている
ことに気づいた。地震の揺れのすごさ、経験のない揺
れは忘れられない。けど、どうしてあの朝の行動、ど
うでもよいことなのによく覚えているのか？ 午後に
研修会（テーマは覚えていないが、多分虐待対応の研
修？）があり、主催者側でも、担当でなかったので、
近くのスーパーで東京渋谷にある有名店の臨時出店の
初日ということで、研修の準備は担当任せにして馳せ
参じていた（要は、サボり）。期待を見事に裏切る商
品の陳列にガックリしたこともよく覚えている。サボ
りの後ろめたさからか、どうでもよい品を購入したこ
とは覚えているが、何を買ったかはよく覚えていない。

そして研修会場へ。年度末なのに熱心な (?) 連中が
よく集まった。講師は、権利擁護にかかる活動をする
リードする若手弁護士（バリバリの中堅なのに、若々
しいので）と社会福祉士の重鎮（私の師匠、ただし私
よりひと回り若い）。この時期、私はそれこそ『ボーッ
と生きていた』と思う。60 歳になり、「老い」という
言葉に囚われていた。年をとったと言うか、まだ若い
と思うかを迷っていた。気持ちとからだの両方が中途
半端でした。研修では、師匠に『喝』を受けることも
あり、少々苦痛な場でした。そして 14 時 46 分。

地震直後の数日は、現実を直視できずにいた。被
災地を駆け巡り、仲間の安否確認をしながら、要援
護者の支援に奔走する師匠から「津波被災地」を縦
走するので「来い」と言われて、山元町から気仙沼
まで一日で走破。海岸部が例外なく被災しているこ
と、街が消えたことを突き付けられた。私自身、地
震被災者と想っていたのだが、間違っていました。

あの日から早や 8 年。支援事務所を預かって 7 年
半。サポセンの皆さんとかかわることができたのが、
最高の出会い。素敵なコーデイネーターを活かすこ
とできたのが、最高の功績（？）。もう、そろそろ若
い連中に託そうと思います。来年の春をもって、支
援事務所を閉めようと思います。いま少し、おつき
合いください。

９年目を迎えた３．１１に想うこと

宮城県サポートセンター支援事務所からのお知らせ

  

＜「地域福祉コーディネート基礎・実践研修」受講のための事前研修＞
【気仙沼会場】　2 月25日（月）～26日（火）　宮城県気仙沼合同庁舎
講師：永坂　美晴（兵庫県明石市社会福祉協議会　地域総合支援センター　地域支え合い推進担当係長）
　　　岩城　和志（兵庫県淡路市社会福祉協議会　事務局次長）

平成 30 年度　宮城県被災者支援従事者研修事業
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平成30 年度　宮城県地域福祉コーディネート研修事業

【塩竈会場】　2 月21 日（木）　塩竈市壱番館庁舎
講師：志水　田鶴子（仙台白百合女子大学　人間学部　准教授）
　　  酒井　保（ご近所福祉クリエイション主宰　ご近所福祉クリエーター）
　　  池田　昌弘（全国コミュニティライフサポートセンター　理事長）

＜地域支え合い活動実践研修２　お宝の発見から発表会の開催の方法を学ぶ
～第4 回　お宝の発表会の準備・開催と講座のまとめ～＞

田

☆次号予告 特集「地域に広がる若者の思い」
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暮らしを支える支援員

　石巻市社会福祉協議会
（宮城県石巻市）

7年間積み重ねてきたもの

地域生活支援員による見守り訪問の様子。直接訪問
は住民にあわせて週一回～月一回程度の頻度で行う

石巻市社会福祉協議会復興支援課は、市内の応急仮
設住宅とみなし仮設住宅、復興公営住宅について、ア
ドバイザー１人、エリア主任 11 人、副主任 1 人、地
域生活支援員 31 人の 44 人体制で相談支援や見守り事
業などを行う（2019 年２月時点）。６エリアごとに配
置された支援員は、２人一組で応急仮設住宅を毎日巡
回する（防犯目的で閉鎖した団地も回る）。

取材に応じてくれた復興支援課（エリア主任）の吉澤
康友さんと岸野宇

う い ち

一さん、渡辺久展さんは、元地域生活
支援員だ。「住民さんと直接接して、していいこととし
てはいけないことをよく知っている。実際に現場を歩い
てきたことが強み」と吉澤さん。「エリア主任として、
現場の支援員さんの気持ちもわかる 」と岸野さん。

支援員としての仕事を、「現場で手法が生まれてくる。
それを共有して、いいところを取り入れていた」と岸野
さんは振り返る。情報共有のために、毎日エリア内でミー
ティングを行うほか、そこで出た課題を、主任や関係機
関が集まるケース会議にあげて検討する場合もある。２
か月に一回は、エリア間でもミーティングを開催する。

住民と信頼関係を築くには、「気遣いや礼儀、日々の
あいさつと傾聴」（岸野さん）が大事だと言う。支援員
は「住民の日頃の生活を把握するようにしていた」（吉
澤さん）。たとえば、部屋が汚くても、それが本人の生

活スタイルなら、見極めて尊重する。
現在は、信頼関係が築かれ、傾聴すると安心されて、

『聞いてくれてありがとう』と言われる。「支援員もスキ
ルがあがった。以前は住民さんを質問攻めにしていたが、
何気ない会話をして様子を窺えている」（吉澤さん）。

７年の間で孤独死がおこって報道されることもあっ
た。他方で、支援員が住民の異変に気づいて保健師につ
ないだり、病院に緊急搬送したりして、命を守ったこと
もあった。しかし、セーフティネットとして機能したこ
とが、取りあげられる機会は少ない。

震災８年目の３月を迎える。「最後は大事。信頼関係
を崩さないよう、初心に帰りたい」と岸野さんは襟を正す。

住民の転居時は、生活状況や支援機関などの情報を支
援員が記録したフェイスシートを、復興公営住宅を支援
する復興班に引き継いでいる。「相談対応をして、スムー
ズに次のステップに移っていただけるように」と渡辺さ
ん。支援員のこれまでの蓄積を基礎に切れ目のない支援
が行われ、住民の自立した生活やコミュニティ構築をあ
と押しする。

石巻市社会福祉協議会
〒 986-0814 宮城県石巻市南中里三丁目 11 番 1 号
電話番号 0225（96）5290　FAX 番号  0225（96）5223
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平成30 年度　宮城県生活支援コーディネーター養成研修事業

【仙台会場②】　3 月11 日（月）～12 日（火）　宮城県自治会館
講師：大坂　純（東北こども福祉専門学院　副学院長）
　　  高橋　誠一（東北福祉大学　総合マネジメント学部　教授）
　　  志水　田鶴子（仙台白百合女子大学　人間学部　准教授）
　　  池田　昌弘（全国コミュニティライフサポートセンター　理事長）

＜生活支援コーディネート基礎・実践研修＞

　いつも本紙をお読みいただき、誠にありがとうございます。
東日本大震災の被災者の暮らしを豊かにすることを目指し、
2012年 9月に創刊いたしました本紙は、住民同士の支え合い
活動や被災者支援の取り組みなどを毎月ご紹介して参りました。
震災発生から８年が経過するにあたり、当編集委員会では、本
紙が一定の役割を果たしたと考え、2019 年４月よりリニュー
アルすることといたしました。発行頻度を隔月（偶数月発行）
にし、紙面の構成も変更させていただきます。
　今後も被災地域の現状をお伝えし、日頃からの地域のつな
がりのたいせつさを発信して参りますので、引き続き、ご理解、
ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

リニューアルのお知らせ

（東北関東大震災・共同支援ネットワーク 地域支え合い情報編集委員会）

山形県

福島県

岩手県

宮城県
石巻市


