
地
域
に
根
ざ
し
た
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
興
隆

　

こ
の
20
年
ほ
ど
の
間
に
、日
本
全
国
で
、地
域

に
根
ざ
し
た
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
以
下
、地
域

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）が
多
数
開
催
さ
れ
て
い

る
。も
は
や
総
数
を
把
握
す
る
の
は
困
難
な
ほ
ど

無
数
に
あ
る
。規
模
、主
催
者
、継
続
年
等
は
さ
ま

ざ
ま
だ
が
、芸
術
ジ
ャ
ン
ル
は
現
代
美
術
が
比
較

的
多
い
。

　

地
域
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
、総
じ
て
、今

を
生
き
る
同
時
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、独
自
の

感
性
で
地
域
資
源（
自
然
、風
景
、ま
ち
並
み
、歴

史
、食
、建
造
物
、伝
統
、風
習
、地
場
産
業
、人
な

ど
）に
光
を
当
て
、住
民
を
巻
き
込
み
な
が
ら
作

品
を
創
造
す
る
取
り
組
み
を
い
う
。形
あ
る
作
品

が
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、ア
ク
シ
ョ
ン
自

体
が
作
品
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。純
粋
に
ア
ー
ト

を
楽
し
み
た
い
、ア
ー
ト
を
切
り
口
に
地
域
課
題

に
向
き
合
い
た
い
な
ど
、実
施
目
的
も
多
様
だ

が
、結
果
と
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
地
域
外
の
人
々

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
観
光
客
等
）を
通
じ
て
地
元

の
魅
力
や
潜
在
力
を
再
発
見
す
る
機
会
と
な
る

こ
と
も
あ
る
の
は
、醍
醐
味
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

規
模
の
大
き
な
も
の
は「
地
域
芸
術
祭
」「
ア
ー

ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」と
称
さ
れ
、観
光
と
結
び
つ

き
、ア
ー
ト
を
通
じ
て
土
地
の
魅
力
を
楽
し
む
ひ

と
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。著
名

な
例
で
は
、逸
早
く
2
0
0
0
年
に
始
ま
っ
た
、中

山
間
地
域
の
豊
か
な
自
然
が
舞
台
の「
大
地
の
芸

術
祭 

越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
」（
新

潟
県
十
日
町
市
・
津
南
町
）や
、外
国
人
観
光
客
に

も
人
気
の「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」な
ど
が
あ
る
。

愛
媛
県
松
山
市
の
道
後
温
泉
で
開
催
さ
れ
る「
道

後
オ
ン
セ
ナ
ー
ト
」「
道
後
ア
ー
ト
」も
毎
回
話
題

を
呼
ぶ
。3
0
0
0
年
の
歴
史
を
誇
る
地
域
資
源

の
道
後
温
泉

と
現
代
ア
ー

ト
を
掛
け
合

わ
せ
、道
後

地
域
を
盛

り
上
げ
て
お

り
、い
ま
や

ア
ー
ト
を
目

指
し
て
道
後

温
泉
を
訪
れ

る
人
々
も
い

る
。

　

各
地
で
急
増
し
た
大
規
模
な
地
域
芸
術
祭
は
、

乱
立
と
か
飽
和
状
態
な
ど
と
い
わ
れ
、し
ば
し
ば

ア
ー
ト
の
道
具
化
が
指
摘
さ
れ
る
。し
か
し
、そ
ん

な
に
目
く
じ
ら
を
立
て
ず
、お
お
ら
か
に
各
地
の

動
き
を
見
守
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。全
国
各
地
に

何
千
と
あ
る
地
域
の
祭
に
比
べ
れ
ば
、ま
だ
木
立

ち
程
度
。芽
を
出
し
つ
つ
あ
る「
1
0
0
年
後
の
伝

統
的
な
地
域
の
祭
」を
間
引
い
て
し
ま
う
の
は
、い

か
に
も
も
っ
た
い
な
い
。優
れ
た
企
画
は
自
ら
強

度
を
増
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。何
よ
り
も
、均
質

化
が
著
し
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、地
域
芸
術
祭

が
、地
域
の
人
々
の
日
常
を
動
か
す
原
動
力
と
な

り
、地
域
の
個
性
を
引
き
出
す
装
置
と
し
て
機
能

し
て
い
る
こ
と
は
頼
も
し
い
。

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
昔
も
あ
っ
た
？

　

地
域
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
あ
る
地
域
に
一
定
期
間
滞
在
し
、作
品
制
作

や
リ
サ
ー
チ
を
行
う「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ

ジ
デ
ン
ス
」（
A
I
R
） 

と
い
う
形
も
あ
る
。作
家

は
、い
つ
も
と
異
な
る
環
境
に
身
を
置
き
、制
作

過
程
で
地
域
住
民
と
交
流
す
る
な
か
で
刺
激
を

受
け
、新
た
な
創
造
に
結
び
つ
け
る
。受
け
入
れ
る

地
域
側
は
、住
民
が
作
家
の
創
造
的
な
思
考
や
価

値
観
、異
な
る
文
化
的
背
景
に
触
れ
る
機
会
と
す

る
。

　

国
内
の
著
名
な
A
I
R
に
、四
国
・
徳
島
県
神

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

立
教
大
学
大
学
院
21
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
科

特
任
准
教
授
　
若
林
　
朋
子

「
人
は
地
域
文
化
が
つ
く
り
、

  
地
域
文
化
は
人
が
つ
く
る
」

図1 道後温泉本館インスタレーション　蜷川 実花
ⓒmika ninagawa,Courtesy of Tomio Koyama Gallery/Dogo Onsenart2018
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山
町
の「
神
山
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン

ス
」が
あ
る
。1
9
9
9
年
に
ス
タ
ー
ト
し
、毎
年

国
内
外
の
作
家
3
～
5
名
が
約
2
か
月
間
滞
在

し
て
作
品
を
制
作
・
展
示
す
る
。こ
の
事
例
が
興
味

深
い
の
は
、神
山
町
で
は
江
戸
後
期
に
は
す
で
に

A
I
R
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

阿
波
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
背
景
画「
襖
絵（
屏
風

絵
）」を
、招
聘
さ
れ
た
絵
師
た
ち
が
庄
屋
や
富
豪

の
屋
敷
に
滞
在
し
、地
域
住
民
と
協
力
し
て
制
作

し
て
い
た
。ま
さ
に
A
I
R
で
あ
る
。こ
う
し
た
、

絵
師
や
工
芸
士
、俳
人
な
ど
が
、地
域
に
滞
在
し

て
住
民
と
交
わ
り
な
が
ら
行
う
作
品
制
作
は
、歴

史
を
掘
り
起
こ
せ
ば
、日
本
各
所
で
行
わ
れ
て
い

た
。つ
ま
り
、A
I
R
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、こ
こ
数
十
年
で
に
わ
か
に
生

ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、昔
か
ら
存
在
し
、時
代
に

応
答
し
た
形
で
折
々
再
構
築
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。現
代
の
地
域
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、地
域

文
化
の
長
い
歴
史
と
豊
か
さ
を
再
発
見
す
る
楽
し

み
を
も
提
供
し
て
く
れ
る
。

ア
ー
ト
と
ま
ち
づ
く
り
を
行
う
多
彩
な
主
体

　

地
域
文
化
が
各
地
で
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き

た
日
本
は
、世
界
屈
指
の
長
い
歴
史
を
持
つ
文
化

支
援
大
国
で
あ
る
。時
の
権
力
の
擁
護
を
受
け
ず

と
も
、豪
農
や
豪
商
、町
人
、商
人
と
い
っ
た
民
間

人
ら
が
主
体
的
に
地
元
の
文
化
活
性
に
一
肌
脱
い

で
き
た
。現
代
で
も
、企
業
等
民
間
の
文
化
支
援
、

文
化
活
動
が
各
地
で
多
彩
に
行
わ
れ
て
お
り
、文

化
の
国
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
関
係
者
に
う
ら
や
ま

し
が
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
。国
家
主
導
で
は
な
く

民
間
の
文
化
貢
献
意
識
が
高
い
こ
と
へ
の
賛
辞
で

あ
っ
た
。美
術
館
や
博
物
館
、劇
場
な
ど
、日
本
の

民
間
企
業
が
設
置
・
運
営
す
る
文
化

施
設
の
数
は
世
界
で
類
を
見
な
い
し
、

地
域
文
化
に
対
す
る
支
援
活
動
も
盛

ん
で
あ
る
。住
民
に
気
軽
に
ア
ー
ト
に

触
れ
る
機
会
を
提
供
し
た
り
、芸
術
団

体
や
作
家
に
資
金
支
援
を
し
た
り
、地

元
の
祭
り
も
応
援
す
る
。
場
所
や
技

術
、
マ
ン
パ
ワ
ー
等
の
経
営
資
源
を

提
供
す
る
非
資
金
支
援
も
あ
る
。
こ

れ
ら
が
、

地
元
の
文

化
や
ア
ー

ト
を
力
強

く
支
え
て

き
た
こ
と

は
確
か
で

あ
る
。

　

愛
媛
県
で
は
、
株
式
会
社
伊
予
銀
行
が

1
9
9
2
年
か
ら
継
続
し
て
い
る「
地
域
文
化
活

動
助
成
制
度
」が
あ
る
。創
立
50
周
年
に「
潤
い

と
活
力
あ
る
地
域
の
明
日
を
創
る
」と
い
う
企
業

理
念
を
定
め
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、愛
媛
県
を

中
心
と
す
る
瀬
戸
内
圏
域
の
地
域
文
化
活
動
を

助
成
す
る
。2
0
2
0
年
11
月
現
在
、計
58
回
、

1
2
2
7
件
、総
額
約
2
億
3
8
0
0
万
円
の
助

成
を
達
成
し
て
い
る
。郷
土
芸
能
、創
作
芸
能
の

助
成
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
お
り
、地
域
の
芸
能

の
保
存
・
継
承
を
後
押
し
す
る
。助
成
先
を
紹
介

す
る
冊
子『
ふ
る
さ
と
の
ち
か
ら
こ
ぶ
』も
発
行
し

て
周
知
に
努
め
て
い
る
。企
業
以
外
に
、民
間
の
文

化
支
援
組
織
の
存
在
も
あ
る
。愛
媛
県
八
幡
浜
地

域
で
は
、八
幡
浜
商
工
会
議
所
が
中
心
と
な
っ
て

1
9
9
4
年
に
発
足
し
た
メ
セ
ナ
八
幡
浜
が
、20

年
間
に
わ
た
っ
て
地
域
住
民
に
美
術
展
や
舞
台
公

演
な
ど
を
提
供
し
た
。活
動
は
既
に
幕
を
下
ろ
し

た
が
、複
数
の
個
人
や
企
業
が
参
集
し
て
文
化
的

な
取
組
み
を
行
う「
共
同
メ
セ
ナ
」と
し
て
、文
化

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
貴
重
な
足
跡
を
残
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
に
な
ぜ
ア
ー
ト
な
の
か

　

ま
ち
づ
く
り
と
ア
ー
ト
、ア
ー
ト
に
よ
る
地
域

活
性
化
で
は
、ア
ー
ト
が
地
域
課
題
を
解
決
す
る

処
方
箋
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。た
し
か

に
、ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
交
流
人
口
や

関
係
人
口
が
増
加
し
、地
元
経
済
に
プ
ラ
ス
の
影

響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。し
か
し
、よ
り
解

像
度
を
あ
げ
れ
ば
、ア
ー
ト
が
地
域
に
必
要
な
理

由
は「
人
」に
行
き
つ
く
。そ
れ
を
実
感
し
た
の
は
、

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
だ
っ
た
。

　

復
興
支
援
に
携
わ
っ
て
い
た
筆
者
は
、
被
災

さ
れ
た
方
々
が
、
発
災
後
の
早
い
時
期
か
ら

2
0
1
1
年
の
秋
祭
り
を
開
催
し
た
い
と
切
実

に
願
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
生
命
維
持

期
・
復
旧
期
に
は
文
化
や
芸
術
の
出
番
は
な
い

よ
う
に
感
じ
て
い
た
が
、
津
波
で
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
流
失
し
た
三
陸
地
方
沿
岸
地
域
で
、
心
の

支
え
と
し
て
祭
り
の
開
催
を
願
う
声
が
あ
ち
こ

ち
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
地
元
の
祭
り
や
郷
土

芸
能
は
、
地
域
の
人
々
が
生
き
て
い
く
上
で
不

可
欠
な
日
常
の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
仲
間
を
結
ぶ

紐
帯
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
自
治
な
の
だ

図2　地場企業の文化活動を筆
者が取材・編集した書籍（2005
年、企業メセナ協議会）

22021.4



と
知
っ
た
。

　

地
域
の
文
化
・
ア
ー
ト
は
、
地
域
社
会
が
欲

し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
地
域
を
構
成
す

る
人
々
が
必
要
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

文
化
や
ア
ー
ト
は
、
今
日
ま
で
無
く
な
る
こ
と

な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
い
ま
現
在
各
地

で
実
施
さ
れ
て
い
る
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

1
0
0
年
先
の
未
来
の
伝
統
と
す
る
に
は
、
そ

の
土
地
に
暮
ら
す
人
々
の
切
実
な
願
い
が
土
台

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」の
概
念

　

最
後
に
「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」
と
い
う
概
念

を
紹
介
し
た
い
。
筆
者
は
、
2
0
1
2
～
13
年

に
東
日
本
大
震
災
後
の
地
域
公
立
文
化
施
設
の

役
割
を
検
討
す
る
調
査
研
究
チ
ー
ム
に
参
加
し

た
。
被
災
地
の
実
地
調
査
の
結
果
、
図
５
の
6

点
が
把
握
で
き
た
。
こ
の
「
文
化
施
設
」
「
文

化
拠
点
」
（
傍
線
は
筆
者
）
を
、
地
域
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
置
き
換
え
る
と
、
ア
ー
ト
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
や
ま
ち
づ

く
り
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
見
え
て
く
る
。

　

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
被
災
地
域
の
方
々
は
、

「
人
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
て
集
え
る
場
所
」を

欲
し
、文
化
施
設
に
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
た
。そ

こ
か
ら
見
え
た
の
は
、非
常
時
に
限
ら
ず
、文
化

施
設
が
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、誰
も
が

自
由
に
出
入
り
で
き
る「
入
会
地（
い
り
あ
い
ち
）

＝
コ
モ
ン
ズ
」の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
の
可
能

性
で
あ
る
。

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
形

成
す
る
、
病

院
や
福
祉

施
設
、
保
育

園
や
学
校
、

ス
ポ
ー
ツ
施

設
、
交
通
機

関
、商
店
街
、寺
社
仏
閣
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
体

と
連
携
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、文
化
的

な
入
会
地
を
共
に
育
て
て
い
く
。こ
う
し
て
形
成

さ
れ
る
地
域
の
誰
も
が
自
由
に
参
加
で
き
る
入
会

地
の
よ
う
な
文
化
的
営
み
の
総
体
を
、本
研
究
で

は「
文
化
的
コ
モ
ン
ズ
」と
表
現
し
た
。

　

従
来
の
ア
ー
ト
に
よ
る
地
域
づ
く
り
、と
り
わ

け
都
市
部
に
お
い
て
は
、ア
ー
ト
の
み
で
完
結
し

が
ち
だ
っ
た
が
、こ
れ
か
ら
は
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

全
体
を「
文
化
の
入
会
地
」と
見
立
て
て
、さ
ま
ざ

ま
な
領
域
の
主
体
と
資
源
を
共
有
し
な
が
ら
、

ア
ー
ト
を
切
り
口
に
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

が
望
ま
し
い
。そ
の
際
、い
つ
も
念
頭
に
置
き
た
い

の
は
、入
会
地
を
出
入
り
す
る
一
人
ひ
と
り
の
存

在
で
あ
る
。「
地
域
社
会
に
ア
ー
ト
を
つ
な
ぐ
」と

い
う
発
想
か
ら
、「
ア
ー
ト
を
介
し
て
、人
と
人
、

人
と
地
域
を
つ
な
い
で
い
く
」と
い
う
視
座
へ
の
転

換
で
あ
る
。

①
地
域
を
支
え
る
人
材
を
育
む
文
化
は
、持

続
可
能
な
地
域
社
会
に
不
可
欠
な
存
在

で
あ
る

②
文
化
施
設
の
根
本
的
な
存
在
意
義
は「
文

化
的
な
繋
が
り
を
求
め
て
人
々
が
集
ま
れ

る
場
所
」で
あ
る

③
文
化
拠
点
に
は「
記
憶
」を
保
存
、共
有
し
、

「
共
感
」を
創
造
、発
信
す
る
装
置
で
あ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

④
地
域
の
文
化
資
源
の
保
存
や
開
拓
、住
民

相
互
の
交
流
を
仲
介
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
必
要
で
あ
る

⑤
地
域
の
文
化
拠
点
に
は
地
域
内
外
の
文
化

的
営
み
を
繋
ぐ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
機
能

が
求
め
ら
れ
て
い
る

⑥
地
域
の
文
化
施
設
は
、文
化
拠
点
と
し
て

の
ビ
ジ
ョ
ン
を
構
築
・
更
新
し
な
が
ら
、社

会
の
変
化
に
適
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

若
林 

朋
子

ル
ー
ツ
は
四
国
・
徳
島
県
。デ
ザ
イ
ン
会
社
勤

務
を
経
て
英
国
で
文
化
政
策
を
学
ん
だ
後
、

1
9
9
9
～
2
0
1
3
年
企
業
メ
セ
ナ
協
議

会
で
企
業
が
行
う
文
化
活
動
の
活
性
化
と
芸

術
支
援
の
環
境
整
備
等
に
従
事
。13
年
よ
り
フ

リ
ー
。各
種
事
業
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
や
執
筆
、

調
査
研
究
、自
治
体
の
文
化
政
策
や
ア
ー
ト

N
P
O
の
支
援
等
に
取
り
組
む
。16
年
よ
り
社

会
人
大
学
院
教
員
。社
会
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
で

文
化
や
ア
ー
ト
の
可
能
性
を
探
る
。

図3　東日本大震災 芸術・文化による復興
支援ファンド「百祭復興」（企業メセナ協議会）

図4　装束や道具を整え2011年9月
に復活した岩手県大槌町城山虎舞

図 6 文化的コモンズ概念図

図 5　調査研究から得られた 6 つの論点『災後における地域の公立
文化施設の役割に関する調査研究報告書―文化的コモンズ形成に向
けて―』 （2013 年、地域創造）
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