
数字で見る復興進捗状況

216地区

40地区

・防災集団移転促進事業（大臣同意）

・土地区画整理事業（都市計画決定）

43.5%

56.3%

34.8%

岩手県

宮城県

福島県

■復興まちづくり※1

■がれき処理※2

※1 復興まちづくり 3 月 8 日時点 復興庁発表
※2 がれき処理 2 月 28 日時点 環境省発表
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事
業
転
換
を
遂
げ
た
小
野
食
品

﹇
先
進
事
例
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
﹈

　

震
災
後
に
事
業
構
造
の
転
換
を
図
り
な
が
ら
、
震
災
前
の
水
準
ま
で
売
上
を
回

復
さ
せ
た
岩
手
県
釜
石
市
の
水
産
加
工
企
業
、
小
野
食
品
株
式
会
社
。
代
表
取
締

役
の
小
野
昭
男
氏
に
そ
の
戦
略
と
共
に
、
今
後
の
三
陸
水
産
業
の
展
望
を
聞
い
た
。

Ｑ	

水
産
業
の
現
状
を

ど
う
見
る
か
？		

　

震
災
で
出
荷
が
で
き
な
く

な
っ
た
事
業
者
は
、
他
の
事
業

者
に
市
場
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う

ケ
ー
ス
が
多
く
、
事
業
再
開
し

て
も
前
か
ら
の
顧
客
と
の
取
引

が
戻
ら
ず
苦
戦
し
て
い
る
。
さ

ら
に
放
射
能
の
風
評
被
害
や
、

大
手
小
売
り
業
界
の
プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
ブ
ラ
ン
ド
強
化
に
よ
る

中
小
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

縮
小
な
ど
市
場
環
境
は
厳
し

い
。
そ
の
中
で
我
々
は
、
震
災

前
以
上
に
稼
ぎ
だ
す
力
を
つ
け

る
必
要
が
あ
り
、
事
業
内
容
や

タ
ー
ゲ
ッ
ト
な
ど
を
、
見
直
し

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。　
　
　

Ｑ	
ど
の
よ
う
に
し
て	

売
上
回
復
を	

	

実
現
し
た
の
か
？

　

業
務
用
事
業
か
ら
、
消
費
者

の
方
々
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
販
売

す
る
事
業
主
体
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
見
直
し
た
。
全
国
の
得

意
先
を
訪
問
し
て
今
後
の
販
売

に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
と
こ

ろ
、
顧
客
の
業
種
業
態
に
よ
る

意
向
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
比
較
的
取
引
の
減
少

幅
が
少
な
か
っ
た
ダ
イ
レ
ク
ト

販
売
に
経
営
資
源
を
集
中
す
る

決
断
を
し
た
。

Ｑ	

ど
の
よ
う
な	

ダ
イ
レ
ク
ト
販
売
を	

し
て
い
る
の
か
？

　
「
頒
布
会
」
と
い
う
、
旬
の

魚
料
理
を
毎
月
届
け
る
、
継
続

販
売
モ
デ
ル
が
主
軸
。
震
災
前

か
ら
取
り
組
み
を
始
め
、
震
災

時
に
毎
月
５
千
人
の
お
客
様
が

購
入
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
震

災
後
も
そ
の
数
は
増
え
、
現
在

１
万
５
千
人
ま
で
に
な
り
、
業

務
用
事
業
の
落
ち
こ
み
を
補
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
軸
に
し
な
が

ら
、
同
じ
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
を
狙

う
業
務
用
の
お
客
様
に
も
商
品

提
案
を
行
っ
て
い
く
。　

Ｑ	

顧
客
開
拓
の
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
手
法
は
？

　

自
前
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を

活
用
し
て
、
お
客
様
か
ら
の
問

合
せ
や
要
望
、
ク
レ
ー
ム
な
ど

を
一
つ
ひ
と
つ
整
理
し
、
こ
れ

を
分
析
し
な
が
ら
サ
ー
ビ
ス
の

改
善
や
商
品
開
発
へ
つ
な
げ
て

い
る
。
例
え
ば
「
あ
の
商
品
は

味
が
濃
い
」「
旅
行
に
行
く
か

ら
今
月
は
い
ら
な
い
」
こ
う
し

た
一
つ
ひ
と
つ
の
声
は
宝
で
あ

り
、
ど
ん
な
お
客
様
が
ど
の
よ

う
に
食
べ
て
い
る
の
か
を
把
握

で
き
る
。

　

目
の
前
の
顧
客
に
満
足
し
て

も
ら
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。

市
場
が
大
き
け
れ
ば
買
っ
て
く
れ

る
人
も
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
小
さ
な
と
こ
ろ

で
フ
ァ
ン
を
つ
く
り
、
そ
こ
で

シ
ェ
ア
が
取
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
を

目
指
す
。
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
商

材
が
よ
い
か
、
ど
ん
な
売
り
方
が

よ
い
の
か
、
手
の
届
く
小
さ
な
範

囲
か
ら
実
験
を
愚
直
に
繰
り
返

し
、
声
を
集
め
て
モ
デ
ル
を
検

証
す
る
。
こ
の
事
業
を
始
め
た

時
は
１
２
６
人
の
お
客
様
。
そ

こ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

Ｑ	

今
後
の
三
陸
水
産
業

の
展
望
は
？

　

三
陸
地
方
は
世
界
三
大
漁
場

か
ら
豊
富
な
魚
種
が
水
揚
げ
さ

れ
、
加
工
に
向
い
た
原
料
が
比

較
的
安
価
に
仕
入
れ
ら
れ
る
恵

ま
れ
た
立
地
に
あ
る
。
一
方
、

加
工
や
組
み
立
て
と
い
う
従
来

か
ら
の
工
程
だ
け
に
特
化
し
て

い
る
と
、
同
じ
事
は
中
国
で

も
っ
と
安
く
で
き
る
と
競
争
に

さ
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

加
工
や
組
み
立
て
の

少
し
川
上
（
原
料
側
）

や
川
下
（
顧
客
側
）
に

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
工
夫
を

加
え
味
や
質
に
結
び
つ

け
る
必
要
が
あ
る
。
原

料
に
近
い
立
地
を
活
か

し
て
ど
の
よ
う
に
付
加

価
値
の
高
い
加
工
が
で

き
る
か
、
と
い
う
開
発

を
行
っ
た
り
、
大
手
小

売
業
の
売
り
場
だ
け
に
頼
ら
な

い
消
費
者
に
向
け
た
取
り
組
み

も
必
要
だ
。

　

特
に
川
上
部
分
は
、
物
流
や

設
備
も
か
ら
む
の
で
、
地
域
全

体
と
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
今
ま
で
は
個
々
が

復
旧
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
も

あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
だ
。

地
域
内
で
課
題
を
共
有
し
な
が

ら
共
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

で
、
地
域
独
自
の
価
値
を
磨
い

て
行
け
る
の
で
は
な
い
か
。

 7面　徳島県　神山町
「奇跡のNPO」が起こした転入者増

被災地の姿を映画で伝える

特集
４－５面 三陸の水産業は生まれ変わるのか

6面　福島の桃源郷・花見山。
2年ぶり開園のにぎわい

3面　企業による復興支援の
これから　vol.4

8面　

フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

変革に挑む三陸フィッシャーマン

【
Ｊ
Ｔ
Ｂ
】

素
材
の
コ
ン
テ
ン
ツ
化
で

地
域
再
生
支
援

﹁
ガ
レ
キ
と
ラ
ジ
オ
﹂
公
開

小野昭男代表取締役。マーケティングの中心という
コールセンターをバックに。

広告

246.5 mm × 80mm
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市
町
村
は
外
部
と
連
携
し
て
広
報
力
の
強
化
を

【
岩
手
県　

仮
設
住
宅
調
査
】

　

岩
手
県
に
お
け
る
仮
設

住
宅
の
調
査
結
果
が
発
表

さ
れ
た
。
本
調
査
は
、
北

は
宮
古
市
か
ら
南
は
陸
前

高
田
市
ま
で
、
沿
岸
６
市

町
の
仮
設
団
地
住
民
を
対

象
に
、
い
わ
て
連
携
復
興

セ
ン
タ
ー
が
岩
手
県
や
各

市
町
村
の
協
力
の
元
で
半

年
に
一
度
行
っ
て
い
る
も
の
。

生
活
環
境
や
就
労
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
状
況
、
住

ま
い
の
見
通
し
な
ど
に
つ

い
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

被
災
地
全
体
と
し
て
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る

住
ま
い
の
見
通
し
に
つ
い

て
、
全
体
で
は
27
％
の
方

が
「
既
に
見
通
し
が
立
っ

て
い
る
」
と
な
り
、
昨
年

７
月
に
行
っ
た
前
回
調
査

の
13
％
の
２
倍
を
超
え
る

結
果
と
な
っ
た
。
進
捗
が

見
ら
れ
る
の
は
喜
ば
し
い

一
方
、「
何
も
し
て
い
な
い
」

「
検
討
し
始
め
て
い
る
」

が
各
３
割
と
、
半
数
以
上

が
具
体
的
な
見
通
し
が
見

え
て
い
な
い
状
況
だ
。

　

見
通
し
の
見
え
て
い
な

い
層
に
そ
の
理
由
を
聞
く

と
「
高
台
移
転
、
区
画
整

理
等
、
確
定
す
る
の
を

待
っ
て
い
る
」
が
49
％
と
、

復
興
の
進
捗
情
報
の
重
要

性
が
見
て
取
れ
る
。
そ
し

て
着
目
す
べ
き
は
、
住
ま

い
の
見
通
し
と
情
報
満
足

度
の
関
係
性
だ
ろ
う
。
住

ま
い
の
見
通
し
が
あ
る
人

の
53
％
が
、
今
後
の
生
活

に
必
要
な
情
報
に
対
し
て

満
足
し
て
い
る
一
方
、
見

通
し
の
な
い
人
の
満
足
し

て
い
る
割
合
は
36
％
に
留

ま
る
。
必
要
な
情
報
は

「
無
い
」
だ
け
で
な
く

「
伝
わ
っ
て
い
な
い
」
現
状

が
見
て
取
れ
る
。（
図
1

住
ま
い
の
見
通
し
と
情
報

満
足
度
）

　

も
う
一
つ
着
目
す
べ
き

は
、
住
民
の
情
報
取
得
手

段
だ
。
新
聞
（
38
％
）
や

テ
レ
ビ
（
30
％
）、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
（
５
％
）
を

大
き
く
上
回
る
の
が
「
市

町
村
広
報
」
で
、
76
％
と

い
う
結
果
と
な
っ
た
。

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る

中
だ
が
、
行
政
側
が
直
接
伝

え
る
重
要
性
が
明
ら
か
だ
。

（
図
2　

復
興
に
関
す
る
情

報
を
得
る
手
段
）

　

役
場
内
で
横
断
的
に
情
報

を
収
集
し
、
住
民
に
対
し
て

分
か
り
易
く
届
け
る
。
市
町

村
は
広
報
力
の
強
化
が
急
務

だ
が
、
一
方
多
く
の
復
興
事

業
で
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
が
続

く
中
、
行
政
だ
け
で
そ
れ
を

行
う
は
厳
し
い
現
状
も
あ
る
。

例
え
ば
我
々
Ｒ
Ｃ
Ｆ
も
釜
石

の
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
お
手
伝
い
し
て
い
る
。
復

興
支
援
員
な
ど
の
仕
組
み
を

活
用
し
な
が
ら
、
い
か
に
外

部
と
連
携
し
て
い
く
の
か
が

問
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

（
文
／
Ｒ
Ｃ
Ｆ
復
興
支
援

チ
ー
ム
藤
沢
烈
）

復
興
の
情
報
源
は
圧
倒
的
に
行
政
か
ら

Ｑ
．
ま
ち
づ
く
り
会
社
を
設

立
し
た
目
的
は
？

　

女
川
の
復
興
に
つ
い
て

様
々
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。

「
や
る
べ
き
こ
と
」
は
出
て
く

る
け
れ
ど
、「
誰
が

や
る
」
が
抜
け
て
い

て
な
か
な
か
前
に

進
ま
な
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。
だ
か
ら

施
策
の
実
施
主
体

と
な
る
よ
う
な
箱

を
つ
く
っ
た
。

　

行
政
の
資
金
を
頼
み
に
し

た
ま
ち
づ
く
り
会
社
は
よ
く

あ
る
が
、
う
ち
は
１
０
０
％

民
間
出
資
。
実
施
内
容
も
独

立
採
算
の
「
事
業
」
あ
り
き

で
進
め
る
つ
も
り
だ
。

Ｑ
．
ど
の
よ
う
な
事
業
を
考

え
て
い
る
の
か
？

　

町
の
主
産
業
で
あ
る
水
産

業
の
復
興
を
ど
の
よ
う
に
進

め
る
か
が
最
も
重
要
。
中
で

も
商
材
の
販
路
開
拓
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
個
社
単
位
で

の
対
応
の
限
界
も
あ
る
た
め
、

ウ
ェ
ブ
上
に
女
川
町
と
し
て
商

材
を
ま
と
め
、
女
川
の
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
研
究
す
る
。

　

ま
ち
づ
く
り
会
社
の
メ
ン

バ
ー
は
サ
ー
ビ
ス
業
や
水
産

加
工
業
に
携
わ
る
若
手
8
名
。

ま
と
ま
る
こ
と
で
町
と
し
て

の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
高
め
て
い

き
な
が
ら
、
頒
布
会
の
よ
う

な
継
続
販
売
モ
デ
ル
を
考
え

産
業
を
立
て
直
し
て
町
の
復
興
を

魅
力
あ
る
エ
リ
ア
を
創
造
し
集
客
力
で

街
全
体
の
収
益
を
上
げ
よ
う

て
い
る
。

Ｑ
．
町
の
ま
ち
づ
く
り
推
進

協
議
会
の
Ｗ
Ｇ
へ
も
参
加
し

発
言
し
て
き
た

　

今
後
町
内
に
商
店
街
や
公

共
施
設
が
で
き
て
行
く
中
で
、

ハ
コ
だ
け
で
な
く
て
そ
の
中

に
何
を
入
れ
、
ど
う
継
続
運

用
し
て
い
く
の
か
が
重
要
だ
。

に
ぎ
わ
い
は
震
災
前
か
ら
課

題
だ
っ
た
し
、
震
災
後
に
町

内
に
で
き
た
仮
設
商
店
街
も

皆
が
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ

て
は
い
な
い
。

　

商
店
街
は
百
貨
店
の
よ
う

な
考
え
方
を
目
指
す
べ
き
だ
。

魅
力
の
あ
る
個
店
を
誘
致
し
、

淘
汰
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
体
と
し
て
集
客
力
を

持
ち
収
益
が
あ
が
る
よ
う
に

民
間
側
で
継
続
管
理
を
行
う

の
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

Ｑ
．
町
の
未
来
に
ど
の
よ
う

な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る

の
か
？

　

特
別
な
観
光

名
所
が
あ
る
訳

で
も
な
い
け
れ

ど
、
常
に
ど
こ

か
で
市
が
立
っ

て
い
る
よ
う
な

に
ぎ
や
か
な
雰
囲
気
が
あ
る

町
。
遠
く
か
ら
大
型
バ
ス
で

大
人
数
が
来
て
く
れ
る
よ
り

も
、
近
隣
の
町
か
ら
頻
繁
に

遊
び
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う

な
、
１
万
人
が
来
る
イ
ベ
ン

ト
を
年
に
１
回
や
る
よ
り
、

１
千
人
く
る
市
が
毎
月
行
わ

れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
町
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。

　

女
川
は
小
さ
な
町
で
団
結

力
も
強
い
。
コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り
を
す
れ
ば
、
皆

が
も
っ
と
連
携
し
や
す
く

な
っ
て
良
い
町
が
で
き
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
循
環
」。

人
も
、
お
金
も
、
自
然
の
恵

み
も
、
常
に
循
環
し
て
、
派

手
で
な
く
て
も
自
立
持
続
可

能
な
町
づ
く
り
に
少
し
で
も

力
を
尽
く
せ
れ
ば
と
考
え
て

い
る
。

  あべ よしひで

阿部  喜英さん

復幸まちづくり女川合
同会社 代表社員／梅
丸新聞店　代表取締役

【プロフィール】
本業は河北新報の女川
販売所の所長。震災直
後から新聞配達を再
開、その後もフリー
ペーパーの制作を行う
などしながら必要な情
報を多方面から届け
た。商工会理事、観光
協会副会長、教育委員
も勤める。

【図１】住まいの見通しと情報収集満足度： 【図２】復興に関する情報を得る手段：
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見通しあり 見通しなし
欲しい情報をほとんど得られていない
欲しい情報をあまり得ることができていない
自分に最低限必要な情報は得られている
今後の生活に十分な情報を得られている
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住まいの見通しがある人は、
情報満足度が高い

行政からの
直接的な情報を重視している
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【政策】

宮城県、水産特区認定

宮城県が国へ申請した民間に漁
業権を解放する水産特区が４月
２３日、認定された。一方漁業
者からの反発も強く、議論は続
いている。

釜石市、商業特区が認定

岩手県釜石市が申請した商業特
区が国に認められた。イオンな
ど、４２業種３００事業所を対
象に税制上の優遇措置を設ける。

北上市、復興支援計画を策定

岩手県北上市は、生活支援などを
含む復興支援計画を５月に策定す
る。２０１６年までを３期に分け
て、NPO などと協働で実施する。

仙台市、仙台港交流特区が認定

仙台市が申請した交流推進特区
が４月１２日、国に認定された。
仙台港背後地に水族館を新設す
る計画を税制面で支援する。

復興庁、民間から２４人を採用

復興庁は、本格化する復興事業で
の人手不足に対し、NEC などの民
間から非常勤として独自に２４人
を採用し被災自治体へ派遣した。

石巻市　亀山市長再選

宮城県では４月２１日、石巻、栗
原、登米の３市で市長選、東松島
等の４市で市議・市議補選が行わ
れた。石巻市長には現職の亀山紘
氏が再選を果たした。

【産業復興】

グーグル、サイエンスフェア開催

グーグルは、東北３県の高校生
を対象にした科学コンテスト、
サイエンスフェアを開催する。
エントリーは５月７日まで。

気仙沼１７社、造船団地整備へ

宮城県気仙沼市の造船関連１７社
が４月１２日、気仙沼造船団地協
同組合を設立。国交省の助成を受
け、市内に造船団地を整備する。

陸前高田、未来商店街がオープン

岩 手 県 陸 前 高 田 市 で ３月２ ３
日、未来商店街がグランドオー
プンした。４月に新たな事業者
も増え、１１店舗に拡大した。

【漁業復興】

南三陸町、ホヤが震災後初水揚げ

宮城県南三陸町で４月１４日、震
災後初のホヤの水揚げが行われ
た。初日の水揚げ量は約５０００個
で町の産直施設で販売された。

【生活・まちづくり】

交付金で住宅再建支援を拡充

宮城県と岩手県は、震災復興特
別交付税の配分を受け、住宅再
建支援に対する各市町村への交
付金を拡充する方針を示した。

大槌町、まちづくり会社設立

岩手県大槌町で４月５日、町など
が出資し官民連携で復興を担う会
社「復興まちづくり大槌」が設立
された。２０１８年まで活動する。

南三陸町、集団移転に着手

宮城県南三陸町の旧歌津町で、
４１戸１６４人が移転する集団移
転事業が始まった。６億円超を費
やし１４年９月の完成をめざす。

岩手県、災害公営住宅の入居開始

岩手県野田村で、県が用意した
災害公営住宅では初めて入居が
開始された。県は、１４年度末
までに２８００戸を整備する。

東京大学、１０００人雇用計画

東京大学は４月１５日、企業と
連携し１０年で１０００人の雇
用創出をめざすプロジェクトを
岩手県大槌町で開始した。

震災関連死、避難生活疲れが７割

復興庁は、震災２年目以降に福
島県内で亡くなった３５人を分
析し、７割超の原因が避難生活
疲れと発表した。

【原発・放射能】

母子避難世帯、高速無料化

国交省は、原発事故による自主避
難者の母子、父子避難世帯を対象
に１４年３月までの高速道路無料
化を４月２６日から開始した。

大熊町、中間貯蔵候補地の調査へ

環境省は、福島県大熊町に対し
て原発事故の汚染土等の中間貯
蔵施設の候補地を選定する現地
調査を実施すると伝えた。

３月１６日～４月１９日

女
性
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
。
瓦
礫

撤
去
で
は
な
く
写
真
整
理
な

ど
き
め
細
や
か
な
作
業
を
行

う
「
女
性
で
も
行
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
」を
催
行
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
熱
が
下
が
り

始
め
た
昨
年
に
は
、
テ
ー
マ
を

「
大
人
の
修
学
旅
行
」
に
変
更
。

昼
に
は
わ
か
め
の
収
穫
、
夜
に

は
現
地
の
方
の
講
演
を
設
け
て

「
体
験
型
学
習
」を
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
し
た
。
夜
の
講
話
は
あ
え
て

車
座
に
な
っ
て
聞
く
な
ど
、
細

か
い
工
夫
が
ツ
ア
ー
の
価
値
を

高
め
る
。「
椅
子
に
座
っ
て
聞

く
よ
り
、
思
い
が
伝
わ
り
共
感

で
き
る
と
評
判
で
し
た
」（
企

画
責
任
者
・
影
山
葉
子
さ
ん
）

　

リ
ピ
ー
ト
率
向
上
の
た
め
、

ツ
ア
ー
に
は
「
楽
し
さ
」
も
盛

り
込
ん
だ
。
例
え
ば
、
気
仙
沼

ら
３
年
目
の
２
０
１
３
年
は
、

新
た
な
挑
戦
の
年
だ
と
い
う
。

ツ
ア
ー
に	

	

「
ワ
ク
ワ
ク
感
」
を

　

こ
れ
ま
で
Ｊ
Ｔ
Ｂ
は
、
継

続
的
に
東
北
ツ
ア
ー
を
利
用

し
て
も
ら
う

た
め
、
時
期

に
よ
っ
て
ツ

ア
ー
の
テ
ー

マ
を
工
夫

し
て
き
た
。

震
災
か
ら

５
个
月
後
の

２
０
１
１
年

８
月
に
は
、

力
仕
事
の
イ

メ
ー
ジ
が
強

か
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を

企業による復興支援のこれからvol.4
【JTB】 素材のコンテンツ化で
 地域再生支援

　

震
災
直
後
か
ら
被
災
地
向
け

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ツ
ア
ー
を
催

行
し
続
け
た
Ｊ
Ｔ
Ｂ
。
２
年
で

の
べ
８
千
人
が
参
加
し
、「
旅

行
会
社
の
ツ
ア
ー
だ
っ
た
ら
安

心
」
と
新
た
な
参
加
者
が
増
え

続
け
て
い
る
。
し
か
し
震
災
か

の
酒
造
会
社
「
男
山
本
店
」
と

企
画
し
た
、
海
の
中
に
お
酒
を

貯
蔵
す
る
、「
海
中
貯
蔵
」
の

体
験
。
お
酒
好
き
の
参
加
者
に

よ
り
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ

う
、
地
元
で
は
「
利
き
酒
コ
ン

テ
ス
ト
」
も
同
時
に
実
施
し
た
。

さ
ら
に
半
年
後
に
は
貯
蔵
し
た

お
酒
を
引
き
上
げ
る
「
続
き
」

の
ツ
ア
ー
も
組
む
こ
と
で
、「
ワ

ク
ワ
ク
感
」
の
醸
成
を
図
っ
た
。

復
興
文
脈
を
超
え
た	

コ
ン
テ
ン
ツ
は
何
か

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
工
夫
で

ツ
ア
ー
客
を
誘
致
し
て
き
た

が
、
今
年
は
「
復
興
の
お
手
伝

い
」「
復
興
状
況
を
聞
く
」
と

い
っ
た
「
復
興
」
ツ
ア
ー
の
集

客
に
、
陰
り
が
見
え
始
め
た
と

い
う
。
復
興
文
脈
を
超
え
た
魅

力
的
な
訪
問
先
と
し
て
ア
ピ
ー

ル
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
豊
富
な
海
産
物
を

ベ
ー
ス
に
し
た
食
、
古
く
か
ら

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
芸

能
な
ど
、
東
北
に
は
観
光
客
を

呼
び
込
め
る
素
材
は
多
い
。
ま

た
、
遠
洋
漁
業
に
出
航
す
る
漁

師
を
見
送
る
「
出
船
送
り
」
な

ど
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
イ

ベ
ン
ト
は
、
磨
け
ば
光
る
コ
ン

テ
ン
ツ
に
な
る
。

　

し
か
し
全
国
で
比
較
す
る

と
、
決
め
手
に
欠
け
る
。「
唯

一
無
二
の
着
地
コ
ン
テ
ン
ツ
が

な
い
分
、
い
く
つ
か
の
素
材
を

組
み
合
わ
せ
て
複
合
技
に
し
た

り
、
見
せ
方
を
変
え
る
な
ど
の

工
夫
が
必
要
」
と
Ｊ
Ｔ
Ｂ
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
セ
ー
ル
ス
執
行
役
員

の
杉
本
功
さ
ん
は
言
う
。　

　

一
例
に
挙
が
っ
た
の
は
、「
日

本
一
星
が
綺
麗
」
と
い
う
岐
阜

県
昼
神
温
泉
郷
の
事
例
。「
真
っ

暗
な
ゴ
ン
ド
ラ
に
30
分
乗
っ
た

あ
と
に
満
天
の
星
を
見
る
、
と

い
う
ツ
ア
ー
が
好
評
で
す
。
同

じ
く
星
が
綺
麗
な
気
仙
沼
で
も
、

工
夫
次
第
で
宿
泊
付
の
ツ
ア
ー

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、

副
事
業
部
長
の
毛
利
直
俊
さ
ん

は
評
価
す
る
。
東
北
に
眠
る

「
素
材
」
を
「
体
験
」
に
繋
げ

る
と
、
競
争
力
は
一
気
に
増
す
。

　

地
方
で
農
作
業
を
行
う
「
農

都
交
流
」
や
、
陶
芸
な
ど
の
地

域
文
化
を
体
験
す
る
「
生
活
文

化
体
験
」
な
ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
先
例
は
全
国
に
あ

る
。
東
北
の
魅
力
が
最
大
限
に

発
揮
さ
れ
る
形
を
、
今
後
も
模

索
し
て
い
く
と
い
う
。

大人の週末留学の様子（JTB Facebook より）
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三陸水産業は生 まれ変わるのか

浜を超え、町を超えてつ ながり始めた挑戦者たち

1
変革に挑む

三陸フィッシャーマン

5

ソトモノが
営業機能を代行4

333

　「復興だから、被災地だからでは、もう売れません」仙台
市内のとある会議室。冒頭から厳しい言葉で会は始まった。
４月15日と16日、２日間にわたって行われた「三陸
フィッシャーマンズキャンプ」の一コマだ。第３回目となる
今回、岩手、宮城、福島の各地から、変革に挑む漁師や水
産加工業者たち計 20名が集まった。
　オイシックス社の商品開発部長からのマーケティングやバイ
ヤー向け商談ノウハウに関するレクチャーに加え、参加者によ
るそれぞれの商材のプレゼンテーションが行われた。講師陣
から「強みが活かされていない」「間違ってもそうやってスー
パーに売り込まないで」など厳しいつっこみが飛ぶ。ディス
カッションのコーナーでは「いかに顧客リピート率を上げる
か」といったテーマで参加者同士が自身の経験を共有した。
　「キャンプの目的は、学びに加えてネットワークづくりです」
と話すのは、場を企画した東の食の会事務局長の高橋大就
（だいじゅ）さん。新たな取り組みを始めると、既存のコミュ

ニティから疎まれ地元で生きにくくなることもあると言う水産
業の現場。隣の浜同士でいがみあうような話を聞くことも少
なく無い。「ここには、新たな挑戦のために立ち上がった
人々が集まっています。彼らがこの場を通じてつながること
で、自分たちだけではないと苦しい時も踏ん張ることができ
るようになれば」。高橋さんは言う。
　震災前から担い手不足が深刻だった三陸の水産業。ここ
で生まれたネットワークが地域を越えた連携を生み、産業全
体の発展へつながっていくのだろうか。

都市と浜をつなぐ

バーチャル漁師

牡蠣漁師
阿部貴俊さん
Takatoshi Abe

2

取材を終えて
　本特集の入稿日にあたる４月23日、復興
庁は宮城県の水産業復興特区申請を認定、石
巻市桃浦地区において漁業権が民間企業へ開
放されることとなった。宮城県漁協を始めとし
て業界からの反発も強いが、三陸の水産業が
変わりつつある事例であることは間違いない。
　今回取材した三陸フィッシャーマンズキャン
プや、そこで出会った、記事で紹介した５名

を含む 20人の挑戦者たち。彼らもまた、変化
そのものだ。三陸の水産業は変わるべきなの
か、どう変わるべきなのか。誰も明確な答え
を持たぬまま前に進んでいるのかもしれない。
ただしこの一つひとつの変化の点が他の点と
つながり、線となり面となり、大きなうねりと
なった先にのみ、輝かしい未来が存在するの
だろう。

　その未来はきっと来る。熱を持って議論する
フィッシャーマンたちは、そう思わせてくれる
エネルギーに溢れていた。牧浜に処理場がで
きる頃、復興ホヤが全国の食卓に並ぶ頃、福
島の海で本格操業が再開する頃、その未来が
見えてきている。

　 年１月から「カキ屋の大ちゃん」の屋号
でヤフーの通販サイトを始めた、牡蠣漁
師の佐藤さん。以前は消費者の顔を意識

することなど無かったという彼がインターネット販売
に乗り出したのは、地元石巻市牧浜（まきのはま）
の復興が大幅に遅れているから。まだ牡蠣の処理
場は復旧されておらず、漁協ルートでの出荷がで
きない状態なのだ。
　開始して４ヶ月。顧客から直接届く声に手応えを
感じ、今では Facebookで熱心に情報発信を行う
日々だ。一方、水産業の復興に関して六次産業化
の言葉を聞くことが多い中、「漁師は物を作って提
供するのが本来の仕事。情報収集や営業などまで
手を掛けてしまっては負担が大きくなる」と言う。
専門的な事はヤフーのようなパートナーと連携しな

がら、自身は生産に専念
するのが佐藤さんの描く
六次産業化だ。
　「大切なのは、生産現場
に消費者の声を活かすこと」。
安心安全面への配慮はもち
ろんのこと、生産現場の改
善や試行錯誤を重ねて、牡蠣１粒ひと粒の価値を高
めている。そのためにも消費者との直接の接点が重要
と言う佐藤さんは、朝獲った新鮮な牡蠣を軽トラックに
載せての移動販売の計画も立てている。
　震災前は消費者を意識したことが無かったという
一人の漁師が、まったく違う意識で海に向かい牡蠣
を育てている。新しい三陸の水産業は生産者の意
識の変化から始まるのではないだろうか。

今
々は鍼灸師だったと言う奈良さんは、ボラ
ンティアとして震災直後から被災地に入る。
石巻市の避難所で活動した後、大槌町を

拠点に仮設住宅の支援活動を継続して行ってきた。
長期の活動により地元コミュニティとも関係ができ
ていった。コミュニティ支援の活動を続ける中で、

時間の経過ととも
に仕事の場をつく
り出す重要性を痛
感。主要産業であ
る水産業の復興の
ための活動を開始
した。
　「外の人間だから
こそ、気付くことの

できる地元の魅力がある。」と話す奈良さんは、船
の共同利用を地元漁師に提案するなどしながら、
新しい形を模索している。目下取り組んでいるのは、
東京におけるイベントを通じた広報支援。東北と東
京を食でつなぐイベントを企画したところどれも盛
況で、三陸の海産物のブランド力を肌で感じた。
今後は、生産者の代わりに販路を獲得する、いわ
ば営業代行的な立ち位置を目指す。「漁協などにも
価値を提供できれば、ビジネスとして双方にメリッ
トを出せる」と想いを語る。
　震災後２年の時が経過したが、今も奈良さんの
ような多くの「ソトモノ」が被災地に貢献したいと
考えている。販路開拓分野におけるこうしたソトモ
ノ活用も、新しい三陸水産業のひとつの形と言える
だろう。

元

　 発事故の影響により操業の自粛が続いて
いる福島県の沿岸漁業。昨年６月より安
全性が確認されている一部の魚種を対象

とした試験操業が開始された。復興へ向けた一歩
ではあるものの、何年後に本格操業を再開できる
か先が見えない状態が続いている。
　現在は東京電力からの営業補償金もあり試験操業
も一部の漁師が参加するのみだが、「このまま待って
るだけでは駄目になる」「若い奴らに背中を見せた
い」と新たな挑戦を始めた男たちがいる。漁師の菊
地基文さんと、魚問屋を営む飯塚哲生さん。幼なじ
みという２人は、地元相馬市の特産品でもあった
「どんこ」を使用した加工食材の開発を開始した。
「とにかく肝が美味い」というどんこ。肝と身を一緒
にたたいてボール状にしてつくる「どんこボール」
は、船の上で11年間まかない担当だった菊地さん

が自信を持って紹介する漁師料理だ。「いわしなど
の青物との違いは、独特のやわらかい白身と肝の脂
がつくるふわふわした食感。たまりませんよ！」
　相馬市では現在どんこは水揚げされておらず、
原材料は北海道や青森から仕入れている。地元の
スーパーでも見ることは無くなったどんこだが、地
元の食文化をつないでいきたいと言う。３月末に
行われたイベントではどんこボールを入れたどんこ
汁を販売し、用意した２５０杯が即座に完売して
手応えを感じている。「これか
ら福島の水産業において加工
の重要性は高まるだろう。漁
に出れない今だからこそ、新
たな挑戦の時だと思う」逆境
の中から生まれる新たな価値
の今後を見守って行きたい。

原

ヤおやじの愛称で親しまれ
る木村さんがホヤを材料と
した加工会社を設立して今

年で９年目になる。宮城県は全国の
ホヤ生産量の実に８割を誇ったが、
震災でほぼ全てのホヤが失われた。
現在は北海道から材料を仕入れ赤ほ
やを使って塩辛やジャーキーなどの
商品を販売しながら、ホヤの普及に
全力を注いでいる。
　そんな木村さんが新たな取組みと
して現在計画しているのが、新たな
ホヤの拠点づくりだ。ホヤに特化した

加工施設をベースとしながら、六次
産業化を推進する為の研究開発機能
を持たせる。そして、漁師料理が食
べられる食堂を併設するとともに、ほ
やクルーズなどの観光ツアーを行う
拠点にする。加工施設に外部との交
流機能を持たせるこの形を、今後の
新たな三陸水産業のひとつのモデル
ケースにしたい考えだ。
　「２００７年に石巻で開催した
『世界ほやエキスポ』には８千人が
来場し大いに賑わった」「世界中に
２千種類あるというホヤのうち食べら
れているのは３種類だけ。しかも食
べているのは４カ国だけ」。木村さん
はホヤの無限の可能性を強調する。
来年の夏からは、震災後に種つけさ
れた復興ホヤの水揚げが始まる。ツ
ウ好みのこの海産物が生まれ変わり、
新たな三陸水産業の代名詞となるこ
とができるかは、「ホヤおやじ」にか
かっているのかもしれない。

ホ

を、ＩＴを活用しながらバーチャル
に体験してもらうものだ。個々の工夫
を取入れた養殖法をチャレンジしたり、
天候や海水温等の自然条件により成
長具合の変化を遠隔からリアルタイ
ムで体験出来るシステム。多くの人に
「自然とは？環境とは？」といった事
を考える機会を提供しながら、漁業
に関心を持ってもらいたいと考えてい
る。
　新たな発想で地方の生産者と都市
の消費者の関係に切り込む阿部さん。
目指す姿は、三陸の生産者側だけで
なく、消費者側も変革した、新しい
日本の姿なのかもしれない。

　 らを、「営業漁師」を名乗
る阿部さんは、震災後、東
京の半導体会社からＵター

ンし、石巻市牧浜の実家で牡蠣の養
殖業を営んでいる。「漁師は魚を獲っ
て終わりではない。だれが食べてそ
の結果どうだったのかというところま
で追いかけないといけない。それが、
品質の良いものを作るモチベーショ
ンにつながる」と語る。
　東京など各地でイベントが開催さ
れると聞けば自ら出向き、自分が
作った牡蠣を食べてもらい、ファンを
増やす営業を行う。真剣にお客様の
声に耳を傾け、特にお互いのコミュ
ニケーションを大事にしている。
　さらに阿部さんには「バーチャル
漁師」というおもしろい構想がある。
首都圏など都市の方々に漁師の仕事

自
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木村達男さん
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三陸から新たな水産業を創ることを目的に、ヤフーおよび、オイ
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立ち上がったプロジェクト。三陸の水産品のブランディングや広
報支援、地域や業態を超えた連携の場づくりなどを行う。
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三陸水産業は生 まれ変わるのか

浜を超え、町を超えてつ ながり始めた挑戦者たち

1
変革に挑む

三陸フィッシャーマン

5555

ソトモノが
営業機能を代行4
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４月15日と16日、２日間にわたって行われた「三陸
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体の発展へつながっていくのだろうか。

都市と浜をつなぐ

バーチャル漁師

牡蠣漁師
阿部貴俊さん
Takatoshi Abe
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取材を終えて
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庁は宮城県の水産業復興特区申請を認定、石
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そのものだ。三陸の水産業は変わるべきなの
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を持たぬまま前に進んでいるのかもしれない。
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つながり、線となり面となり、大きなうねりと
なった先にのみ、輝かしい未来が存在するの
だろう。

　その未来はきっと来る。熱を持って議論する
フィッシャーマンたちは、そう思わせてくれる
エネルギーに溢れていた。牧浜に処理場がで
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島の海で本格操業が再開する頃、その未来が
見えてきている。
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首都圏など都市の方々に漁師の仕事

自

（株）三陸オーシャン
木村達男さん
Tatsuo Kimura

沖合底引き網漁船「清昭丸」船主
菊地基文さん　Motofumi Kikuchi

飯塚商店
飯塚哲生さん　Tetsuo Iizuka

「カキ屋の大ちゃん」
佐藤清之さん
Kiyoyuki Sato

新しいホヤ拠点
を三陸に

顧客の声を
生産現場へ反映

どんこボールで

相馬復活の狼煙を上げる

444

三陸から新たな水産業を創ることを目的に、ヤフーおよび、オイ
シックスやカフェ・カンパニーなどによる東の食の会が主体となり
立ち上がったプロジェクト。三陸の水産品のブランディングや広
報支援、地域や業態を超えた連携の場づくりなどを行う。

三陸フィッシャーマンズプロジェクトとは

三陸ブレーメン企画
奈良寿昭さん
Toshiaki Nara

宮城県岩手県

宮城県

福島県

宮城県
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　「福島に桃源郷あり」。写真家・秋山庄
太郎がそう称し、20年に渡って通い続け
た花見山。
　4月上旬の週末。福島駅から出ている
臨時バスは人であふれていて、降車場か
ら花見山までの道程にも絶えず大勢の人
の姿が目に入る。地元の園芸農家が育て
ている色とりどりの花を味わいつつ、豊か
な桜色をパッチワークした絨毯のような花
見山を目指して歩いた。市街から4.5キ
ロメートル程度の距離にもかかわらず、
眼下には、菜の花やチューリップの蕾な
ど、青々とした畑が広がる。空は高く青く、
そして濃い。ところどころに土筆も見える。
　花見山公園が開放されるのは2年ぶり
のこと。震災前は、毎年 30万人以上の
人が訪れていたが、震災後の原発事故で

来園者数が大幅に減ったことや畑の手入
れが必要になったことから、園主の阿部
一郎さんは休園を決断。2年を経て、「花
が、福島の人たちの負けずに立ち上がる
活力になれば」と再び開園した。
　帽子をかぶり、杖を突きながら、笑顔
で歩いて行く女性の二人連れ。真剣な眼
差しで花にカメラを向ける男性。花を背
景に記念写真をお願いする老夫婦。黄色
いウィンドブレーカーを来た市民ボラン
ティアスタッフが、旗を片手に花の見どこ
ろを案内する。この日、シデコブシ、トウ
カイザクラ、レンギョウ、おかめ桜、ヒョ
ウガミズキ、トサミズキが満開。ハナモモ、
ソメイヨシノ、頂上のTOKIO 桜は五分咲
きだった。
　「うちはうちの畑を皆様に開放している

だけですから。ここから見える景色は地元
の農家さんの畑でもあります」と阿部さん
は話した。ここから見える景色一体が、
地元の園芸農家の畑全体が、花見山。
　阿部さんは、大正 8年生まれの93歳。
少ししゃがれた、でも力強い声音で、自
身の思いをよどみなく言葉にする。作業
の合間を割り込むようにいただいた時間
にも関わらず、グレーの襟付きの背広を
しゃんと着て対応してくれた。折々見せる
笑顔に引きこまれる。その姿を誌面にと、
本人の写真撮影をとお願いすると、やん
わりと断られた。
　「私みたいな一介の農業者の顔を撮るよ
り、桜を見てもらったほうが良いでしょう」
と目を細めて笑った。

フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

福
島
の
桃
源
郷
・
花
見
山
。

2
年
ぶ
り
開
園
の
に
ぎ
わ
い

［15］
写
真
・
文
＝
岐
部
淳
一
郎

相馬

南相馬

郡山

白河市

会津若松

いわき

矢吹

福島
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の
建
設
的
な
議

論
の
様
子
に
大

変
な
衝
撃
を
受

け
た
と
い
う
。
こ

の
時
の
共
通
体

験
か
ら
、
町
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

彼
ら
が
既
存
の
枠
に
囚
わ
れ
な

い
新
し
い
感
覚
で
議
論
し
、
協

力
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
未
来
を
描
く
こ
と
に
通
じ

る
シ
ョ
ッ
ク
に
近
い
共
通
体
験

を
持
つ
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

視
察
旅
行
に
、
町
の
行
政
・
事

業
者
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
住
民
代
表
で

一
緒
に
行
く
な
ん
て
ど
う
で

し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
神
山
で
も

歓
迎
し
ま
す
よ
」。

て
い
た
。
２
週
間
の
日
程
に
は

業
務
は
も
ち
ろ
ん
、
敷
地
内
の

牛
小
屋
の
掃
除
や
、
地
域
貢
献

活
動
、
近
所
の
小
学
校
で
の
授

業
実
施
も
入
っ
て
い
た
。
授
業

の
テ
ー
マ
は
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
」
だ
そ
う
だ
。
小
学
生
に
ど

う
伝
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

同
社
は
今
後
も
神
山
で
新
た

な
実
験
を
続
け
る
。
こ
れ
は
都

市
に
集
中
し
た
多
く
の
企
業
に

刺
激
を
与
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

美
術
大
学
の
課
外
授
業
や
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
も
進
み
、
多
様

な
人
が
集
ま
り
交
流
す
る
気
風

が
醸
成
さ
て
れ
て
い
っ
た
。

　

07
年
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
人
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た

「
ワ
ー
ク
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン

ス
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
動
。
こ

こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
地
域
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
バ

レ
ー
が
「
パ
ン
屋
」「
カ
フ
ェ
」

な
ど
町
に
欲
し
い
機
能
を
持
つ

人
を
「
逆
指
名
」
し
、
仕
事
ご

と
移
り
住
ん
で
も
ら
う
と
い
う

取
り
組
み
方
だ
。
08
年
頃
か
ら

移
住
者
が
増
え
、
10
年
頃
か
ら

は
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
開
設

が
加
速
し
た
。

　

今
日
ま
で
20
年
間
の
活
動
の

中
で
、
大
南
さ
ん
が
学
ん
で
き

た
こ
と
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

過
疎
地
域
に
必
要
な
の	

は
「
循
環
の
仕
組
み
」

　
「
多
く
の
過
疎
地
域
と
同
様
、

こ
こ
神
山
も
生
ま
れ
育
っ
た
子

が
出
て
行
き
、

ほ
ぼ
戻
ら
な
い
。

つ
ま
り
世
代
循

環
が
断
た
れ
て

い
る
土
地
な
ん

で
す
」。
こ
の

現
実
に
対
し
、

大
南
さ
ん
は
２

本
の
柱
で
考
え

始
め
た
と
い
う
。

　

１
つ
め
が
、

世
代
循
環
を
作

る
こ
と
。
転
出

者
全
員
を
呼
び

戻
す
こ
と
は
不

可
能
な
た
め
、

子
育
て
世
代
を

徳
島
県 

神か
み

山や
ま

町ち
ょ
う

「
奇
跡
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
が
起
こ
し
た
転
入
者
増

行政担当者からの声

徳島県
東京本部 副本部長
新居徹也さん

町
の
「
人
」「
雰
囲
気
」
が
一
番
の
誘
致
材
料

20
年
の
積
み
重
ね
。	

ア
ー
ト
か
ら
ワ
ー
ク
へ

　

大
南
さ
ん
ら
の
活
動
は
90
年

か
ら
始
ま
っ
た
。
99
年
に
は

「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ

デ
ン
ス
」
を
開
始
。
こ
れ
は
毎

年
夏
～
秋
の
３
ヵ
月
間
、
国

内
・
海
外
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

滞
在
し
て
作
品
を
制
作
、
展
覧

会
を
開
催
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
。

応
募
者
の
８
割
が
海
外
か
ら
で
、

終
了
後
も
滞
在
を
続
け
る
人
も
。

　

徳
島
県
は
、
県
内
全
域
に
整
備
さ
れ
た
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
回
線
を
生
か
し
、
企
業
の
サ
テ

ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
で
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
人
口

約
６
３
０
０
人
の
神
山
町
は
、
11
年
の
転
出
者
１
３
９
人
を
、
転
入
者
が
１
５
１
人
と
上

回
っ
た
こ
と
で
注
目
を
集
め
た
。
こ
の
偉
業
の
立
役
者
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
等
で
「
奇
跡
の
Ｎ

Ｐ
Ｏ
」
と
呼
ば
れ
た
「
グ
リ
ー
ン
バ
レ
ー
」
の
理
事
長
、
大
南
信
也
さ
ん
を
訪
ね
た
。

中
心
と
し
た
移
住
者
の
獲
得
が

肝
に
な
る
。

　

２
つ
め
が
、
人
材
・
能
力
の

循
環
。
都
市
で
力
を
持
ち
つ
つ

活
躍
の
場
の
な
い
人
が
、
地
方

で
活
か
さ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
れ

は
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
若
者

が
神
山
で
半
年
間
学
ぶ
人
材
育

成
プ
ロ
グ
ラ
ム
、「
神
山
塾
」

開
設
へ
と
繋
が
っ
た
。

　

大
南
さ
ん
が
気
付
い
た
の
は
、

重
要
な
の
は
「
循
環
の
仕
組

み
」
で
、
そ
の
仕
組
み
の
根
幹

が
、
多
彩
な
才
能
や
ス
キ
ル
を

持
つ
「
人
」
の
集
積
だ
っ
た
。

人
の
輪
の
中
に
ア
イ
デ
ア
が
放

り
込
ま
れ
、
化
学
反
応
が
起
き
、

そ
こ
か
ら
価
値
も
モ
ノ
も
自
動

的
に
生
ま
れ
て
い
く
。
も
し
新

し
い
人
が
来
て
も
、
ジ
グ
ソ
ー

パ
ズ
ル
の
よ
う
に
は
ま
り
、
新

し
い
仕
組
み
に
な
っ
て
更
新
さ

れ
て
い
く
。

地
域
住
民
の
好
奇
心
と	

リ
ー
ダ
ー
の
共
有
体
験

　

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
循
環
に

必
要
な
も
の
は
、
外
か
ら
来
る

「
人
」
だ
け
で
は
な
い
。

　
「
地
域
の
人
々
に
ど
れ
だ
け

『
変
わ
り
た
い
願
望
』
が
あ
る

か
も
重
要
で
す
。
神
山
の
人
は

元
来
あ
ま
り
変
化
を
怖
が
ら
ず
、

好
奇
心
が
あ
る
。
外
か
ら
来
た

人
の
活
動
を
面
白
が
り
、
話
を

聞
き
、
参
加
す
る
ん
で
す
」。

　

そ
の
雰
囲
気
を
け
ん
引
し
て

い
る
の
が
、
大
南
さ
ん
を
は
じ

め
と
し
た
町
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち

の
瑞
々
し
い
感
覚
な
の
だ
ろ
う
。

聞
け
ば
、
い
ま
町
の
中
心
と

な
っ
て
い
る
大
南
さ
ん
の
仲
間

は
皆
、
一
度
外
に
出
て
戻
っ
て

き
た
人
。
さ
ら
に
、
そ
の
仲
間

で
、
あ
る
共
通
の
体
験
を
持
っ

て
い
る
こ
と
も
大
き
い
と
い
う
。

　

こ
れ
は
、
戦
後
、
町
の
小
学

校
に
ア
メ
リ
カ
の
少
女
か
ら
贈

ら
れ
た
青
い
目
人
形
・
ア
リ
ス

を
、
91
年
に
町
民
た
ち
で
渡
米

し
、
里
帰
り
さ
せ
た
体
験
だ
。

こ
れ
に
大
南
さ
ん
、
事
業
者
、

役
場
職
員
の
仲
間
た
ち
が
参
加

し
た
。
偶
然
、
現
地
で
市
議
会

を
見
学
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ

変
化
は
起
き
て
い
る
と	

信
じ
と
に
か
く
や
って
み
る

　

活
動
を
始
め
て
３
、
４
年
の

頃
、
何
も
変
わ
ら
ず
疲
れ
を
感

じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
５
年
で
自
分
た
ち
に
、

10
年
で
周
り
の
人
に
も
変
化
が

見
え
出
し
た
。

　

大
南
さ
ん
は
言
う
。
人
形
ア

リ
ス
の
送
り
主
は
当
時
、
ま
さ

か
そ
れ
が
日
本
人
の
渡
米
、
グ

リ
ー
ン
バ
レ
ー
の
誕
生
、
神
山

の
移
住
者
増
に
つ
な
が
る
と
は
、

思
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
。

「
日
々
や
っ
て
い
る
ア
ク
シ
ョ
ン

に
意
味
の
な
い
こ
と
は
な
い
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
人
は
生
き
て

今年１月に縫製工場跡を改修してオープンした「神山バレー・サテライト
オフィス・コンプレックス」。現在３社・個人１名が利用している。

古民家をリノベーションした一室で仕事をする新入社員。

徳島市の市街地から車で 40 分、里山の風景が広がる神山町。

　

多
く
の
自
治
体
は
移
住
者

獲
得
・
企
業
誘
致
の
た
め
に

補
助
金
を
出
し
、
住
居
も
準

備
し
、
無
料
で
見
学
会
を
開

い
て
「
誰
で
も
い
い
か
ら
た
く

さ
ん
来
て
く
だ
さ
い
」
と
呼

び
込
み
ま
す
。
神
山
は
逆
で

す
。
来
る
人
を
選
ぶ
地
域
な

ん
で
す
。
誰
で
も
い
い
わ
け

じ
ゃ
な
い
し
、
多
け
れ
ば
い
い

わ
け
じ
ゃ
な
い
。
大
南
さ
ん

が
外
か
ら
人
を
呼
び
込
む
核

と
な
り
、
繋
ぎ
役
と
し
て
の

役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

な
の
で
、
誘
致
目
標
数
は
あ

え
て
設
定
し
て
い
な
い
し
、

広
く
宣
伝
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
そ
れ
で
も
人
が
移
っ

て
来
る
の
か
。
自
然
の
美
し

さ
な
ら
、
他
に
も
っ
と
素
晴

ら
し
い
地
域
が
あ
る
し
、
住

居
や
仕
事
、
利
便
性
な
ど

「
条
件
」
で
来
た
人
は
出
て

い
く
の
も
早
い
。
神
山
は
、

自
由
で
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な

空
気
と
、
町
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
心
地
い
い
の
だ
と
思
い
ま

す
。
人
に
魅
か
れ
て
い
る
か

ら
強
い
の
で
し
ょ
う
。

　

人
口
減
、
過
疎
化
が
進
む

中
、
行
政
が
す
べ
て
の
限
界

集
落
に
資
金
を
つ
ぎ
込
む
こ

vol.3

【
誘
致
企
業
事
例
】	

Ｓａ
ｎ
ｓ
ａ
ｎ（
株
）

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
が

「
働
き
方
」
の
実
験
の
場
に

　

07
年
創
業
の
Ｉ
Ｔ
ベ
ン

チ
ャ
ー
、
サ
ン
サ
ン
。
ク
ラ
ウ

ド
名
刺
管
理
ツ
ー
ル
を
開
発
・

販
売
す
る
東
京
の
企
業
だ
。
同

社
は
10 

年
よ
り
神
山
町
の
古

民
家
を
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

　

開
始
当
初
大
南
さ
ん
か
ら
は

「
本
業
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
だ
け

考
え
て
。
も
し
だ
め
だ
っ
た
ら

無
理
に
残
ら
な
い
で
ほ
し
い
」
と

お
願
い
さ
れ
た
と
い
う
。
他
社

に
先
駆
け
た
開
設
だ
っ
た
た
め
、

住
民
や
今
後
続
く
企
業
の
視
線

が
注
が
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
サ
ン
サ
ン
に
と
っ
て

築
80
年
の
古
民
家
は
、
サ
テ
ラ

イ
ト
ワ
ー
ク
の
実
験
の
場
に
な
っ

た
。
結
果
は
予
想
を
遥
か
に
越

え
、
開
発
者
、
法
務
担
当
者
に

続
き
、
営
業
マ
ン
ま
で
が
成
果

を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
同
社

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
る
「
働

き
方
を
革
新
す
る
」
の
言
葉
を

ま
さ
に
体
現
す
る
体
験
を
積
み

上
げ
た
。

　

人
事
担
当
の
角
川
素
久
さ
ん

は
こ
う
話
す
。「
意
外
に
、
こ
こ

で
は
東
京
に
居
る
時
よ
り
も
働

い
て
い
ま
す
。
朝
９
時
に
オ
ン

ラ
イ
ン
で
朝
礼
に
出
て
か
ら
、

途
中
食
事
や
近
所
の

温
泉
に
行
く
時
間
を

除
き
、
12
時
ま
で
仕

事
。
な
の
に
健
康
に

な
る
ん
で
す
よ
。
通

勤
が
な
い
の
で
８
時

間
し
っ
か
り
眠
れ
ま

す
し
、
休
日
は
地
域

の
人
と
木
を
切
っ
た
り
、

山
に
登
っ
た
り
」。

　

取
材
に
訪
れ
た
時

は
ち
ょ
う
ど
、
新
入

社
員
研
修
が
行
わ
れ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地
域
の
人

が
自
ら
動
き
出
そ
う
と
し
て
い

る
所
か
ら
、
全
力
で
支
援
し
て

い
き
た
い
で
す
。
例
え
ば
あ
る

集
落
で
は
そ
こ
で
し
か
流
通
し
て

い
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
豆
腐
や
揚
げ

な
ど
の
産
品
が
あ
り
、
そ
れ
を

中
心
街
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

で
販
売
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
県

庁
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
行
い
ま
し

た
。
結
果
大
盛
況
で
、
翌
日
は

わ
ざ
わ
ざ
集
落
の
商
店
に
ま
で

人
が
殺
到
し
た
程
で
し
た
。

　

大
き
く
戦
略
を
立
て
る
今
ま

で
の
行
政
の
や
り
方
で
は
な
く
、

小
さ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
で
き
る

も
の
か
ら
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
こ

う
と
い
う
の
が
今
の
私
た
ち
の

方
針
で
す
。
こ
う
し
た
小
さ
な

盛
り
上
が
り
が
や
が
て
空
気
を

つ
く
り
、
人
を
惹
き
つ
け
る
こ

と
に
つ
な
が
る
と
。

　

地
方
は
「
な
に
も
な
い
」
の

で
は
な
く
「
宝
の
山
」
で
す
。

今
、
全
国
的
に
起
こ
っ
て
い
る

価
値
転
換
、
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
デ

ザ
イ
ン
、
新
し
い
生
き
方
の
再

考
。
そ
の
末
に
、
地
方
で
生
き

る
こ
と
を
選
択
す
る
人
が
増
え

て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。
今
後
の
日
本
の
仕
組

み
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

い
る
間
に
変
化
を
見
た
い
と
思

う
け
ど
、
ア
リ
ス
み
た
い
に
80

年
以
上
も
経
っ
て
何
か
が
起
こ

る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
と
に

か
く
や
っ
て
み
る
こ
と
で
す
ね
」。

NPO 法人グリーンバレー
理事長の、大南信也さん。
大学は東京へ、大学院はア
メリカへ出た経験がある。

　「福島に桃源郷あり」。写真家・秋山庄
太郎がそう称し、20年に渡って通い続け
た花見山。
　4月上旬の週末。福島駅から出ている
臨時バスは人であふれていて、降車場か
ら花見山までの道程にも絶えず大勢の人
の姿が目に入る。地元の園芸農家が育て
ている色とりどりの花を味わいつつ、豊か
な桜色をパッチワークした絨毯のような花
見山を目指して歩いた。市街から4.5キ
ロメートル程度の距離にもかかわらず、
眼下には、菜の花やチューリップの蕾な
ど、青々とした畑が広がる。空は高く青く、
そして濃い。ところどころに土筆も見える。
　花見山公園が開放されるのは2年ぶり
のこと。震災前は、毎年 30万人以上の
人が訪れていたが、震災後の原発事故で

来園者数が大幅に減ったことや畑の手入
れが必要になったことから、園主の阿部
一郎さんは休園を決断。2年を経て、「花
が、福島の人たちの負けずに立ち上がる
活力になれば」と再び開園した。
　帽子をかぶり、杖を突きながら、笑顔
で歩いて行く女性の二人連れ。真剣な眼
差しで花にカメラを向ける男性。花を背
景に記念写真をお願いする老夫婦。黄色
いウィンドブレーカーを来た市民ボラン
ティアスタッフが、旗を片手に花の見どこ
ろを案内する。この日、シデコブシ、トウ
カイザクラ、レンギョウ、おかめ桜、ヒョ
ウガミズキ、トサミズキが満開。ハナモモ、
ソメイヨシノ、頂上のTOKIO 桜は五分咲
きだった。
　「うちはうちの畑を皆様に開放している

だけですから。ここから見える景色は地元
の農家さんの畑でもあります」と阿部さん
は話した。ここから見える景色一体が、
地元の園芸農家の畑全体が、花見山。
　阿部さんは、大正 8年生まれの93歳。
少ししゃがれた、でも力強い声音で、自
身の思いをよどみなく言葉にする。作業
の合間を割り込むようにいただいた時間
にも関わらず、グレーの襟付きの背広を
しゃんと着て対応してくれた。折々見せる
笑顔に引きこまれる。その姿を誌面にと、
本人の写真撮影をとお願いすると、やん
わりと断られた。
　「私みたいな一介の農業者の顔を撮るよ
り、桜を見てもらったほうが良いでしょう」
と目を細めて笑った。

フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

福
島
の
桃
源
郷
・
花
見
山
。

2
年
ぶ
り
開
園
の
に
ぎ
わ
い

［15］
写
真
・
文
＝
岐
部
淳
一
郎

相馬

南相馬

郡山

白河市

会津若松

いわき

矢吹

福島
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入居開始、続 と々。

職
場
。
人
と
の
出
会
い
。
慌
た

だ
し
い
新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
に

不
安
と
期
待
が
入
り
混
じ
る
。

　
「
故
郷
岩
手
の
た
め
に
」
と

東
北
復
興
新
聞
を
手
伝
い
始
め

約
半
年
。
４
月
か
ら
大
学
４
年

生
に
な
り
、
就
職
活
動
も
中
盤

に
差
し
掛
か
っ
た
。
先
日
、
面

接
官
か
ら
「
印
象
に
残
っ
た
記

事
や
出
会
い
は
」
と
質
問
を
さ

れ
、
言
葉
を
詰
ま
ら
せ
て
し

ま
っ
た
。

　

胸
が
熱
く
な
る
出
会
い
が
な

か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ

東
北
を
訪
れ
る
た
び
身
体
に
染

み
て
い
く
そ
の
土
地
と
人
の
熱

量
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
一
期
一

会
の
出
会
い
を
「
１
つ
１
つ
振

り
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
気
が

付
い
た
。
東
北
と
の
思
い
出
を

言
葉
に
出
来
な
か
っ
た
あ
の
面

接
。
後
悔
の
念
が
に
じ
む
。

　
「
歩
ん
だ
道
を
振
り
返
ろ
う
」。

今
ま
で
書
い
た
原
稿
を
読
み
返

し
た
。
稚
拙
な
文
章
力
に
頭
を

抱
え
た
。
夜
な
夜
な
の
作
業
を

こ
な
せ
た
の
は
東
北
の
熱
量
に

励
ま
さ
れ
て
こ
そ
だ
っ
た
。「
支

え
る
側
な
の
に
、
支
え
ら
れ
て

い
る
」。
感
謝
の
気
持
ち
が
こ
み

上
げ
た
。

　

面
接
官
の
問
い
を
き
っ
か
け

に
初
心
を
思
い
返
し
た
。「
東

北
の
た
め
に
」。
そ
の
思
い
を
、

今
後
一
年
の
決
意
も
込
め
て
、

こ
の
言
葉
に
乗
せ
た
い
。「
あ
り

が
と
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら

も
よ
ろ
し
く
」。（
ひ
）

　

春
。
平
年
よ
り
早
く

開
花
し
た
桜
は
、
花
見

の
季
節
を
待
た
ず
そ
の

葉
を
散
ら
し
て
い
っ
た
。

新
し
い
学
校
。
新
し
い

　

震
災
後
の
南
三
陸
町
を
１
年

近
く
に
わ
た
っ
て
追
っ
た
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
「
ガ
レ
キ
と

ラ
ジ
オ
」
が
、
４
月
13
日
の
東

京
を
皮
切
り
に
、
全
国
各
地
で

順
次
公
開
さ
れ
る
。

　

話
の
舞
台
は
２
０
１
１
年
５

月
に
開
局
し
た
災
害
ラ
ジ
オ
局

「
Ｆ
Ｍ
み
な
さ
ん
」。
町
の
臨
時

職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
９
人

は
全
員
が
素
人
だ
っ
た
。
そ
れ

で
も
、「
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
一
人

で
も
多
く
の
人
を
笑
顔
に
し
た

い
」
と
、
慣
れ
な
い
仕
事
に
奮

闘
す
る
。
毎
日
ラ
ジ
オ
か
ら
流

れ
る
温
か
い
声
は
、
住
み
慣
れ

た
家
や
大
切
な
家
族
を
失
っ
た

町
民
の
力
と
な
っ
て
い
っ
た
︱
︱
。

映
画
だ
か
ら
こ
そ
で
き

る
息
の
長
い
発
信

　

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
「
Ｆ
Ｍ
み

な
さ
ん
」
を
運
営
し
た
工
藤
浩

典
さ
ん
は
、
映
画
の
公
開
に
あ

た
り
、「
日
本
か
ら
世
界
に
、

こ
う
い
う
悲
惨
な
出
来
事
が

あ
っ
た
と
伝
え
て
い
き
た
い
」

と
語
っ
た
。

　

Ｃ
Ｍ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
も
あ
る

共
同
監
督
の
梅
村
太
郎
さ
ん
は
、

震
災
関
連
の
報
道
が
減
る
中
で

「
映
画
だ
っ
た
ら
息
の
長
い
コ
ン

福島県相馬市の災害公営住宅で４６世帯の入居が始まった

　

東
北
新
幹
線
で
新
花
巻
駅
を
降
り
、
車

で
西
へ
30
分
強
。
山
間
に
佇
む
大
沢
温
泉

は
、
湯
治
文
化
を
温
泉
旅
館
と
う
ま
く
融

合
さ
せ
た
、
印
象

深
い
一
軒
宿
で
あ
る
。 

　

高
級
温
泉
旅
館

の
雰
囲
気
の
山
水

閣
、
風
情
を
残
す

菊
水
館
、
湯
治
ス

タ
イ
ル
で
素
泊
ま

り
が
基
本
の
自
炊

部
と
、
そ
れ
ぞ
れ

特
徴
の
あ
る
３
つ

の
建
物
か
ら
構
成

さ
れ
る
大
沢
温
泉
。

最
大
の
魅
力
は
、

こ
れ
ら
の
異
な
る

テ
イ
ス
ト
を
提
供

し
な
が
ら
も
、
宿

全
体
と
し
て
の
一
体
感
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス

で
保
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

予
約
な
し
に
単
身
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
り
、

古
い
な
が
ら
も
小

ざ
っ
ぱ
り
と
し
て
い

る
自
炊
部
の
部
屋
に

籠
り
、
風
呂
と
部
屋

を
往
復
し
な
が
ら
お

気
に
入
り
の
本
を
読

み
ふ
け
る
。
こ
ん
な

自
炊
部
の
使
い
方
は

あ
る
意
味
究
極
の
贅

沢
と
い
え
る
。
基
本

が
素
泊
ま
り
な
の
で

炊
事
場
も
あ
る
が
、

小
奇
麗
な
食
事
処
の

や
は
ぎ
で
美
味
し
い

料
理
に
舌
鼓
を
打
て

ば
、
自
炊
部
に
逗
留

し
て
い
る
こ
と
す
ら

忘
れ
て
し
ま
う
。

　

数
あ
る
風
呂
の
中

で
や
は
り
一
番
は
、

川
辺
に
あ
る
露
天
風

呂
の
大
沢
の
湯
だ
ろ

湯治文化と温泉旅館の素敵な融合

vol.3

う
。
対
岸
に
建
つ
菊

水
館
を
眺
め
な
が
ら

の
大
き
な
湯
船
で
の

開
放
的
な
湯
浴
み
は
、

東
北
と
い
う
地
の
雄

大
さ
を
実
感
す
る
に

は
ぴ
っ
た
り
だ
。

　

温
泉
旅
館
で
贅
沢

な
時
間
を
過
ご
し
た

い
人
に
も
、
素
泊
ま

り
三
千
円
程
か
ら
ゆ

る
り
と
湯
治
文
化
を

嗜
み
た
い
人
に
も
お

勧
め
で
き
る
大
沢
温

泉
。
幅
広
い
客
層
を

深
い
懐
で
受
け
止
め

る
こ
と
の
で
き
る
、

稀
有
な
温
泉
で
あ
る
。

 

問
い
合
わ
せ
：

0198-25-2021

（
山
水
閣
）

被
災
地
の
姿
を
映
画
で
伝
え
る
「
ガ
レ
キ
と
ラ
ジ
オ
」
公
開

無償でナレーションを務めた俳優の役所広司さんと、元「ＦＭみなさん」
の工藤さん。製作発表の会見にて。

災害ラジオ局「ＦＭみなさん」は、町の体育館の一角から放送されて
いた。

テ
ン
ツ
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

10
年
先
、
20
年
先
も
ず
っ
と
見

て
く
れ
る
人
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
」
と
考
え
、
本
業
の
傍
ら
撮

影
を
続
け
た
。

東
北
が
日
本
︑
世
界
に

伝
え
ら
れ
る
こ
と　
　

　
「
Ｆ
Ｍ
み
な
さ
ん
」

は
、
２
０
１
２
年
３

月
ま
で
の
期
間
限
定
。

映
画
の
後
半
、
閉
局
を

控
え
た
彼
ら
は
「
出
発

式
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
、
町
全
域
に
生

中
継
す
る
。「
思
い
出

が
流
さ
れ
た

ら
、
新
し
い

思
い
出
を
作

り
直
せ
ば
い

い
」。
目
の

前
の
人
に

笑
っ
て
ほ
し

い
、
多
く
の

人
に
一
歩
踏

み
出
す
力
を

伝
え
た
い
、

と
全
力
を
尽

く
す
メ
ン

バ
ー
の
姿
は
、

観
る
人
に
、

仕
事
の
原
点

を
教
え
て
く

れ
る
。

　

震
災
か
ら

２
年
。
被
災

地
外
で
の
関

心
の
低
下
は

否
め
な
い
。

だ
が
、
東
北
の
地
か
ら
、
日
本

中
へ
、
そ
し
て
世
界
へ
伝
え
ら

れ
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
は

ず
だ
。

　

働
く
こ
と
、
故
郷
へ
の
思
い
、

家
族
と
の
関
わ
り
方
、
未
来
へ

の
希
望･･･

こ
の
映
画
に
は
、

「
生
き
る
こ
と
」
に
ま
つ
わ
る

様
々
な
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

見
た
人
一
人
ひ
と
り
が
、
き
っ

と
自
分
の
物
語
を
見
つ
け
、
さ

ら
に
一
歩
踏
み
出
す
力
を
見
出

す
こ
と
だ
ろ
う
。

みちのく岩手　花巻　大沢温泉

東北をゆく

秘湯
探訪

２０１３年（平成 25 年）4月 29 日 月曜日（復興 780 日目）　　東　北　復　興　新　聞（http://www.rise-tohoku.jp/）　　第 23号　 （8）


