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て い た 、  あ る 古 本 屋 さ ん で し た 。  こ の 方 は 研 究 者 に も 顔 が 利 い たた め 、  こ れ ら の 写 真 に は 資 料 的 な 価 値 が あ る の で は な い か と 判 断 し 、同 じ 民 俗 学 を 専 門 と す る 先 生 の と こ ろ に 持 ち 込 み ま す 。  そ の 結 果 、熊 本 大 学 の 教 授 が 予 算 を つ け て 購 入 す る こ と に な り 、  無 事 に 行 き 先が 決 ま り ま し た 。  そ う し て 彼 が 研 究 室 に 保 管 し て い た の を 、  た ま た ま本 稿 を 書 い  て  い る 私 が 知 り 、  今 回  『 恩 納 村 史 』  の 資 料 と し て 生 か さ れ る目 途 が 立 っ た 、  と い う の が こ と の 次 第 で す 。  多 く の 偶 然 が 重 な  っ た結 果 、  写 真 は 逸 失 す る こ と な く 、  言 っ  て み れ ば 恩 納 村 に 里 帰 り を果 た せ た こ と に な り ま す 。埋 も れ た 資 源 を 掘 り お こ す　 こ れ は 幸 運 な ケ ー ス だ っ た と 言 え ま す 。  そ も そ も 日 常 的 な 生 活文 化 を 扱 う 民 俗 学 の 立 場 か ら す る と 、  何 気 な い 風 景 写 真 や 昔 の 人 の日 記 帳 な ど は 、  と て も 興 味 深 い 資 料 で す 。  し か し な が ら 現 実 に は そ うし た 資 料 は 、  ゴ ミ と 思 わ れ て 処 分 さ れ て し ま う こ と が 珍 し く あ り ませ ん 。  ま た 、  ど な た か が 押 し 入 れ な ど か ら 古 い 資 料 を み  つ け 、  「 学 術 的な 価 値 が あ る の で は ？ 」  と 気 を 利 か せ て 博 物 館 に 相 談 し て い た だ いて も 、  実 は タ イ ミ ン グ 次 第 で は 拾 い 上 げ ら れ な い こ と も あ り ま す 。確 か に 民 俗 資 料 の 管 理 は 博 物 館 の 重 要 な 機 能 な の  で す が 、  そ の 収 蔵 庫は 税 金 で 維 持 さ れ  て  い  る た め 、  何 で も か ん で も 受 け 入 れ る こ と が で き るわ け で は な い 、  と い う ジ レ ン  マ を 抱 え て い る た め で す 。  実 際 、  ニ  ュ  ー ス  でご 覧 に な  っ た 方 も い る か も し れ ま せ ん が 、  ２ ０ ２ ４ 年 に は 奈 良 県 の民 俗 博 物 館 で 、  知 事 が 予 算 の 削 減 の た め に 保 管 庫 の 民 具  （ 昔 の 生 活道 具 ）  資 料 を 破 棄 す る よ う 指 示 し た 出 来 事 も あ り ま し た 。  歯 が ゆ いこ と で は あ り ま す が 、  限 ら れ た 予 算 と 人 員 の 中 で い か に 地 域 の 資 料を す く い あ げ 、  後 世 に 残 し て い け る の か 、  日 本 各 地 で 厳 し い 状 況 が続 い  て い る の が 実 情 で す 。　 そ う し た 中 で 村 史 の 編 さ ん 事 業 と は 、  こ こ で 紹 介 し た ケ ー ス

の

ど な た な の か は 調  べ  ら れ て  い な い  の  で す が 、  お そ ら く 親 族 の 方 が 恩 納 村に い ら  っ  し ゃ  る の で は な い か と 思 い ま す 。  同 じ く 写 真 ２ は 現 在 の 恩 納共 同 売 店 の あ た り を 写 し た も の の よ う で す 。  奥 に 写 っ  て い る 建 物 は今 で も あ り ま す の  で 、

６ ０年 近 く 昔 の 光 景 と 言 わ れ る と 不 思 議 な 気 持 ち

に な る か も し れ ま せ ん 。　 こ れ ら の 写 真 の 撮 影 者 は 、  民 俗 学 者 の 牛 島 盛 光 さ ん  （ １ ９ ２ １ 〜２ ０ ０ ４ ）  と い う 方 で 、  既 に 故 人 で す 。  彼 は 熊 本 商 科 大 学  （ 当 時 ）  の教 授 で 、  主 に 熊 本 県 の 民 俗 に 関 し て 多 く の 仕 事 を 残 し て い ま す が 、沖 縄 に  つ  い て も  『 比 較 民 俗 学 論 考 ― 南 九 州  ・  沖 縄 の 社 会 と 習 俗 ― 』（ 青 潮 社 、  １ ９ ７ １ 年 ）  と い う 本 で 恩 納 村 を 扱  っ  て  い ま す 。  写 真 は 恐 ら くこ の 本 を 書 く た め の 調 査 で 撮 影 し た も の で し ょ う 。  復 帰 前 の 様 子 が分 か る 貴 重 な 資 料 で す か ら 、  制 作 進 行 中 の 村 史 に も 載 せ た い と 考 え てい ま す が 、  実 は こ の 写 真 が 見 つ か  っ  た の は た ま た ま で し た 。里 帰 り し た 写 真 資 料　
地 域 史 や 郷 土 史 の 研 究 者 は 自 分 の 研 究 の た め 、  沢 山 の 資 料 を 手 元

に 集 め て い ま す 。  写 真 も そ う で す し 、  聞 き 取 り 調 査 の ノ ー ト や イ ンタ ビ  ュ ー の 録 音 、  ビ デ オ テ ー プ な ど と い う こ と も あ り ま す 。  本 人 はそ う し た 資 料 を い  つ か 本 や 論 文 に ま と め よ う と 考 え て い る の で す が 、実 際 は 集 め る だ け で 整 理 し き れ な い こ と も よ く あ り ま す 。  ま し て人 生 は 有 限 で す の で 、  本 人 の 逝 去 で 未 発 表 の ま ま 二 度 と 日 の 目 を 見な い 、  と い う こ と も 珍 し く あ り ま せ ん 。  最 近 は  「 終 活 」  と い う 言 葉 もあ り ま す が 、  も し 自 分 が 力 尽 き た ら そ の 時 は こ の 資 料 は ど う な  っ  てし ま う の か 、  と 考 え る の は 研 究 者 に と  っ  て な か な か 憂 鬱 な こ と で す 。　 牛 島 さ ん の 写 真 も 、  遺 品 の 中 か ら 発 掘 さ れ た も の で し た 。  彼 は写 真 の フ ィ ル ム を ス ラ イ ド に し 、  大 き な フ ォ ル ダ に 入 れ て 整 理 し てい ま し た 。  大 学 の 先 生 で し た の で 、  授 業 か 研 究 発 表 で 使 っ  て い た のか も し れ ま せ ん 。  こ れ を 遺 品 か ら 発 見 し た の は 、  蔵 書 の 整 理 を 任 さ れ

　 村 史 を 作 る た め に は 多 く の 資 料 が 必 要 に な り ま す 。  と り わ け 、  昔の 暮 ら し や 年 中 行 事 、  風 俗 習 慣 な ど を 扱 う  「 民 俗 編 」  で は 、  地 域 のか つ て の 様 子 が 分 か る 資 料 を 幅 広 く 集 め る こ と に な り ま す 。  こ の資 料 集 め は お お む ね 現 地 で の 聞 き 取 り で 行 い ま す の で 、  こ れ を 読 ん でい る 中 に も 協 力 い た だ い た 方 が い る か も し れ ま せ ん 。  こ こ で は そ う し た現 地 調 査 と は 別 の 、  民 俗 に 関 す る 資 料 収 集 の あ り 方 に つ い て 紹 介し た い と 思 い ま す 。　 こ こ に あ げ た 写 真 １ 、  ２ は い ず れ も １ ９ ６ ６ 年 頃 に 恩 納 村 で 撮 影さ れ た も の で す 。  写 真 １ は 高 齢 の 女 性 を 写 し た も の で す が 、  指 や 手 の甲 に ハ ヂ チ が 入 っ  て い る 様 子 が 見 て と れ ま す 。  残 念 な が ら こ の 方 が

よ う に 、  埋 も れ て い る 資 料を 掘 り お こ す 貴 重 な 機 会で も あ り ま す 。  も ち ろ ん村 史 の

事 業 に と っ て 一 番

重 要 な の は 、

最 終 的 に 一 冊

の 本 と し て 村 の 情 報 がま と め ら れ る こ と で す 。し か し そ の 過 程 で 集 めら れ た 資 料 類 も 、  実 は そ れ自 体 が 大 き な 意 義 と 価 値を 持 っ て い ま す 。  や や大 げ さ な 言 い 方 か も し れま せ ん が 、  村 史 を 編 む過 程 と は 同 時 に 、  埋 も れて い た 資 料 類 を 掘 り お こし て 整 理 し 、  地 域 の 財 産目 録 に 加 え て い く 作 業 で

も あ る わ け で す 。  そ し て 、  こ う し た 資 料 は 単 に 学 術 研 究 の 対 象 とし て だ け で は な く 、  将 来 的 に は 住 民 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ と な り 、あ る い は 観 光 や 地 域 振 興 の 資 源 と し て 活 用 さ れ る こ と が 期 待さ れ ま す 。  「 民 俗 編 」  の 編 さ ん も い よ い よ 佳 境 で す が 、  こ う し た 資 料＝ 資 源 を 一 つ で も 掘 り お こ し て い け る よ う 、  部 会 員 と し て 尽 力し て い き た い と 考 え て い ま す 。

写 真 １ 女 性 の 写 真 。 手 の 甲 に ハ ヂ チ が 入 っ て

い る 。 円 状 の 変 色 は フ ィ ル ム の 変 質 に よ る も の 。
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