
数字で見る復興進捗状況

　

震
災
以
降
、
被
災
地
で
は
マ

ン
パ
ワ
ー
不
足
が
続
い
て
い
る
。

総
務
省
や
復
興
庁
は
既
に
被
災

自
治
体
へ
の
人
材
派
遣
を
促
進

す
る
た
め
に
、
経
費
負
担
等
を

行
う
制
度
を
整
備
。
経
済
団
体

な
ど
を
通
じ
企
業
か
ら
の
社
員

派
遣
を
し
て
き
た
。
ま
た
す
で

に
い
く
つ
か
の
企
業
が
社
員
を
被

災
自
治
体
等
に
派
遣
し
、
専
門

知
識
を
生
か
し
な
が
ら
復
興
業

務
に
あ
た
る
事
例
も
出
て
い
る
。

復
興
庁
は
こ
の
事
業
に
よ
り
情

報
発
信
を
強
化
し
、
そ
う
し
た

動
き
を
加
速
さ
せ
る
狙
い
だ
。

　

本
事
業
で
は
原
則
１
年
以
上

の
派
遣
に
な
る
。
現
在
は
自
治

体
へ
の
派
遣
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
が
、
今
後
は
非
営
利
組
織
や

商
工
会
議
所
、
観
光
協
会
等
の

公
益
団
体
等
へ
も
拡
大
し
て
い

く
予
定
だ
。

　

事
業
を
実
施
す
る
の
は
、
震

災
以
降
各
地
で
復
興
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
行
っ
て
き
た
日
本
財
団
。

事
務
局
を
設
置
し
、
主
に
企
業
、

お
よ
び
被
災
自
治
体
を
訪
問
し

て
ニ
ー
ズ
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
上
、

マ
ッ
チ
ン
グ
へ
向
け
た
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
を
行
う
。
ま
た
広
く
人

材
を
募
る
た
め
に
イ
ベ
ン
ト
も

順
次
開
催
。
10
月
21
日
に
企
業

向
け
説
明
会
、
10
月
26
日
に
は

一
般
個
人
向
け
説
明
会
が
決
定

し
て
い
る
。

派
遣
元
企
業
に
も	

メ
リ
ッ
ト

　

９
月
17
日
、
こ
の
事
業
の
開

始
に
先
駆
け
、
被
災
地
へ
の
人

材
派
遣
に
興
味
が
高
い
企
業
を

対
象
と
し
た
「
復
興
人
材
マ
ッ

チ
ン
グ
説
明
会
」
が
開
催
さ
れ

た
。

　

説
明
会
で
は
岩
手
・
宮
城
・

福
島
の
被
災
３
県
よ
り
３
市
町

の
自
治
体
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
宮
城
県
石

巻
市
か
ら
は
新
し
く
で
き
る
商

業
施
設
の
運
営
や
新
商
品
の

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
岩
手
県
釜

石
市
か
ら
は
海
外
向
け
を
含
め

た
市
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
観
光

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
、
ま
た
、

福
島
県
双
葉
町
か
ら
は
避
難
住

民
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
と

発
展
な
ど
、
各
自
治
体
の
取
り

組
み
の
現
状
と
と
も
に
、
必
要

と
さ
れ
る
人
材
ニ
ー
ズ
の
要
望

が
伝
え
ら
れ
た
。

　

自
治
体
に
よ
っ
て
違
い
は
あ

る
が
、
特
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ス
キ
ル
や
新
規

販
路
の
開
拓
な
ど
民
間
企
業
が

持
っ
て
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ
に
対
す
る

需
要
が
大
き
い
。
双
葉
町
役
場

の
橋
本
氏
は
「
行
政
が
こ
れ
ま

で
に
直
面
し
た
こ
と
の
な
い
状

況
だ
。
ぜ
ひ
民
間
の
知
見
を
教

え
て
ほ
し
い
」
と
語
っ
た
。

　

主
催
者
側
か
ら
度
々
強
調
さ

れ
て
い
た
の
は
、
被
災
地
へ
自

社
の
社
員
を
派
遣
す
る
こ
と
は

復
興
支
援
で
あ
る
と
と
も
に
、

企
業
と
自
治
体
の
深
い
交
流
を

築
く
き
っ
か
け
に
も
な
る
と
い

「
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ 

Ｆ
Ｏ
Ｒ 

東
北
」
始
動

　

復
興
庁
は
10
月
4
日
、
指
針
で
あ
る
「
新
し
い
東
北
の
実
現
」
へ
向
け
た
政
策

と
し
て
、
被
災
地
へ
の
人
材
の
派
遣
を
促
進
す
る
事
業
「
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ 

Ｆ
Ｏ
Ｒ

（
ワ
ー
ク
フ
ォ
ー
）
東
北
」
の
開
始
を
発
表
し
た
。
専
門
部
隊
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
業
務
を
行
う
と
と
も
に
、
被
災
地
内
外
の
ニ
ー
ズ
や
事
例
情
報
の
集
約
を

す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
開
設
す
る
。

被
災
地
へ
の
人
材
派
遣
に

専
門
部
隊

復 興 庁

う
こ
と
だ
。
ま
た
自
ら
の
ス
キ

ル
を
生
か
し
つ
つ
、
ひ
と
り
で

新
た
な
環
境
に
飛
び
込
み
ビ
ジ

ネ
ス
を
行
う
こ
と
は
、
今
後
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
加
速
す
る
中
で

活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る

非
常
に
良
い
機
会
と
な
り
う
る
。

「
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ 

Ｆ
Ｏ
Ｒ 

東
北
」
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
と
も
に
働
く
。

と
も
に
育
つ
。」
の
通
り
、
企
業

と
被
災
自
治
体
、
双
方
に
と
っ

て
実
り
の
あ
る
取
り
組
み
と
な

る
か
が
今
後
の
広
が
り
の
鍵
に

な
る
だ
ろ
う
。 85.8%

54.1%

69.2%

6面 岩手県普代村
しいたけ事業者の思い

沖縄県伊江島

3面 [寄稿] 目的は連携ではなく、
アクションを生み出すこと。

2面

7面
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理事 油井元太郎

循環型教育の新拠点を軸に
雄勝に新たなまちづくりを

寄りあい NIPPON
開催報告

特集
４－５面

東北から生まれる新しい
農業の息吹き

農業トレーニングセンター 
プロジェクトに集う挑戦者たち

119地区

32地区

11,483戸

・防災集団移転促進事業（工事着手）

・土地区画整理事業（事業計画認可）

災害公営住宅整備事業（福島除く・工事着手）

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 9 月 25 日時点 復興庁発表
※2 がれき処理 7 月 31 日時点 環境省発表

0

0

0

0

100

3 県・46 地区

2 県・21,929 戸

3 県・334 地区

役場初のよそ者登用で
観光と特産品販売が大成長 説明会には１６社計約４０名のＣＳＲや復興支援部門の担当者が参加した。

広告

246.5 mm × 80mm

28
２０１3年（平成 25 年）10 月 4 日　金曜日

２０１３年（平成 25 年）10月 4日 金曜日（復興 935 日目）　　東　北　復　興　新　聞（http://www.rise-tohoku.jp/）　　第 28号　（1）（1）

第     号
〒151-0053  東京都渋谷区代々木  2-10-9-8Ｆ
http://www.h-u-g.jp　e-mail: info@h-u-g.jp

発行所　NPO 法人 HUG 月 1 回  発行
創刊 　２０１２年（平成24年）１月１６日 月曜日

無  

料
被災地復興に取り組む人のための業界新聞

http://www.rise-tohoku.jp/



寄
り
あ
い
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
開
催
報
告

　

復
興
庁
が
発
表
し
た
２

０
１
４
年
度
予
算
の
概
算

要
求
は
約
２
・
７
兆
円
と

な
っ
た
。
今
年
度
予
算
と

比
較
す
る
と
、
が
れ
き
処

理
が
大
き
く
減
少
す
る
一

方
で
、
防
潮
堤
や
復
興
道

路
等
の
災
害
復
旧
や
復
興

道
路
整
備
や
農
林
水
産
基

盤
な
ど
の
公
共
事
業
が
増

加
。
多
く
は
元
々
あ
っ
た

も
の
の
復
旧
の
側
面
が
強

い
が
イ
ン
フ
ラ
系
を
中
心

と
し
た
復
興
ま
ち
づ
く
り

へ
の
重
点
シ
フ
ト
が
見
ら
れ
る
。

一
方
ソ
フ
ト
面
の
事
業
は
仮
設

住
宅
の
見
守
り
や
奨
学
金
な
ど

従
来
か
ら
あ
る
も
の
は
計
上
さ

れ
て
い
る
が
、
新
し
く
は
「
新

し
い
東
北
」
先
導
モ
デ
ル
事
業

の
16
億
円
に
集
約
さ
れ
た
形
だ
。

　

自
治
体
に
交
付
さ
れ
る
東
日

本
大
震
災
交
付
金
に
は
、
引
き

続
き
５
０
０
０
億
円
を
超
え
る

予
算
が
充
て
ら
れ
た
。
規
模
か

ら
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
復
興

の
主
体
は
各
自
治
体
に
な
っ
て

い
く
こ
と
は
明
白
だ
。
交
付
金

は
そ
の
２
割
ま
で
「
効
果
促
進

事
業
費
」
と
し
て
使
う
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
ソ
フ
ト
面
の
事
業

に
使
え
る
予
算
と
し
て
は
圧
倒

的
に
規
模
が
大
き
い
。

　

し
か
し
未
消
化
と
な
る
自
治

体
も
多
く
、
先
進
的
な
活
用
事

例
の
話
を
聞
く
こ
と
は
少
な
い
。

復
興
計
画
で
は
ど
の
自
治
体
も

ハ
ー
ド
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
ソ

フ
ト
施
策
の
重
要
性
を
う
た
い

な
が
ら
も
、
結
局
消
化
さ
れ
る

予
算
は
ハ
ー
ド
に
偏
っ
て
い
る
の

が
現
状
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
膨

大
な
復
興
業
務
を
抱
え
、
各
自

治
体
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
不
足
し

て
い
る
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。

　

こ
こ
を
打
開
す
る
鍵
は
、
民

間
か
ら
の
提
案
力
に
あ
る
と
考

え
る
。
行
政
は
カ
タ
い
、
動
き

が
遅
い
と
批
判
す
る
声
は
よ
く

耳
に
す
る
が
「
ど
の
よ
う
に
し

た
ら
行
政
と
の
協
働
が
で
き
る

の
か
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
復
興
計

画
を
じ
っ
く
り
読
み
込
み
、
役

場
の
ロ
ジ
ッ
ク
や
進
め
方
を
理

解
す
る
。
自
身
の
や
り
た
い
こ

ソ
フ
ト
事
業
の
推
進
へ
向
け
て
民
間
か
ら
提
案
を

復
興
庁
14
年
度
予
算
概
算
要
求
２
・
７
兆
円

と
を
提
案
す
る
の
で
は
な
く
、

復
興
計
画
に
あ
る
目
指
す
姿
の

実
現
へ
向
け
た
具
体
的
な
ビ

ジ
ョ
ン
や
施
策
を
把
握
す
る
こ

と
で
、
自
治
体
と
民
間
の
協
働

の
道
が
開
け
て
い
く
よ
う
に
思

う
。

　

復
興
予
算
は
財
源
確
保
さ
れ

た
25
兆
円
の
う
ち
昨
年
ま
で
で

21
兆
円
ほ
ど
が
既
に
消
化
さ
れ

て
い
る
。
ハ
ー
ド
整
備
だ
け
で

は
各
自
治
体
の
目
指
す
町
の
姿

は
実
現
で
き
な
い
。
予
算
が
残

り
少
な
い
の
は
事
実
だ
が
、
民

間
か
ら
の
提
案
を
加
速
さ
せ
、

必
要
な
ソ
フ
ト
施
策
が
推
進
さ

れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

〔
文
／
Ｒ
Ｃ
Ｆ
復
興
支
援
チ
ー

ム
・
藤
沢
烈
〕

Ｑ
．「
雄
勝
学
校
再
生
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
を
進
め
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね 

　

震
災
直
後
の
給
食
の
炊
き

出
し
な
ど
の
物
資
支
援
に
始

ま
り
、
そ
の
後
は
放
課
後
学

校
や
農
林
漁
業
体
験
な
ど
、

雄
勝
地
区
に
お
い

て
教
育
支
援
を
続

け
て
き
ま
し
た
。

延
べ
３
０
０
０
人

の
子
供
た
ち
に
教

育
の
場
を
提
供
し
、

一
定
の
価
値
を
出
せ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で

町
全
体
の
復
興
と
な
る
と
、

ま
だ
ま
だ
厳
し
い
状
況
に
あ

る
の
も
事
実
で
す
。

　

そ
ん
な
時
に
桑
浜
小
学
校

と
い
う
廃
校
に
な
っ
た
小
学

校
と
出
会
い
、
こ
の
場
を
活

用
し
て
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点

と
な
る
よ
う
な
教
育
の
コ
ン

テ
ン
ツ
を
作
ろ
う
と
思
い
ま

し
た
。
自
然
の
循
環
を
体
感

す
る
こ
と
で
「
生
き
抜
く

力
」
を
育
む
体
験
型
の
教
育

施
設
に
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

Ｑ
．
教
育
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、

ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
に
？

　

ま
ち
づ
く
り
と
教
育
は
別

次
元
で
は
な
く
、
相
互
に
密

接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
う

の
で
す
。
そ
も
そ
も
自
然
に

触
れ
合
う
機
会
が
少
な
い
都

会
の
子
供
た
ち
に
は
、
体
験

学
習
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
行
き
過

ぎ
た
資
本
主
義
の
限
界
か
ら
、

自
然
の
中
で
生
き
抜
く
知
恵

や
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
学
ぶ

「
循
環
型
教
育
」
は
、
世
界

的
に
も
注
目
さ
れ
始
め
て
い

ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の
進
め
て

い
る
持
続
可
能
な
開
発
の
た

め
の
教
育
（
Ｅ
Ｓ
Ｄ*

）
な

循
環
型
教
育
の
新
拠
点
を
軸
に

雄
勝
に
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を 

ど
は
、
良
い
例
で
す
ね
。

　

雄
勝
で
、
農
林
漁
業
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
通
じ
、

「
循
環
型
教
育
」
の
拠
点
を

作
り
た
い
。
ま
た
雄
勝
な
ら

で
は
の
硯
や
神
楽
な
ど
の
伝

統
工
芸
・
芸
能
体
験
を
提
供

し
、
日
本
の
心
を
学
ぶ
場
に

し
た
い
。
真
に
質
の
高
い
コ

ン
テ
ン
ツ
を
つ
く
る
こ
と
で
、

全
国
か
ら
人
が
集
ま
り
交
流

人
口
の
拡
大
が
見
込
め
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
地
域
も
潤
う
。

こ
こ
で
学
ん
だ
人
た
ち
が
何

年
か
後
に
戻
っ
て
く
る
こ
と

も
期
待
で
き
る
。
震
災
前
よ

り
雄
勝
が
も
っ
と
豊
か
に
な

る
こ
と
も
、
決
し
て
夢
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
雄

勝
と
同
じ
よ
う
に
自
然
や
伝

統
と
い
っ
た
資
源
を
持
つ
地

域
ど
こ
に
で
も
展
開
可
能
で

す
か
ら
、
良
い
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
を
作
り
た
い
で
す
ね
。

Ｑ
．
今
後
の
予
定
や
展
望
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

　

集
客
、
運
営
、
資
金
と
分

け
る
な
ら
ば
、
集
客
は
過
去

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
関
わ
っ
て

頂
い
た
延
べ
５
０
０
０
人
も

の
方
々
が
い
ま
す
し
、
運
営

面
も
地
元
の
行
政
や
住
民
の

方
々
と
協
議
会
を
立
ち
上
げ

運
営
し
て
お
り
、
概
ね
順
調

と
言
え
ま
す
。

　

課
題
は
資
金
集

め
で
す
。
総
額
で

１
億
円
を
超
え
る

資
金
が
必
要
と
な

る
見
込
み
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
を
対
象

と
し
た
事
業
に
は
資
金
が
集

ま
り
づ
ら
い
と
実
感
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
２
５

０
０
万
円
の
資
金
を
調
達
す

る
た
め
に
、「
ブ
ロ
ッ
ク
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
新
し

い
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
手
法
を
導
入
し
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
部
屋
や
プ
ロ

グ
ラ
ム
単
位
に
分
割
し
、
12

回
に
分
け
て
フ
ァ
ン
ド
を
募

集
。
進
捗
状
況
を
詳
細
に
開

示
す
る
こ
と
で
、
寄
付
者
に

は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
わ
り

を
よ
り
感
じ
て
も
ら
え
る
よ

う
工
夫
し
ま
し
た
。
特
に
日

本
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
は
小
額
の
も
の
が
多
い
中
、

多
額
の
資
金
を
集
め
る
新
た

な
資
金
調
達
方
法
の
先
進
事

例
に
な
り
た
い
で
す
。

　

来
春
を
目
処
に
し
た
プ
レ

オ
ー
プ
ン
、
来
年
の
秋
予
定

の
全
面
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
、

引
き
続
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

油
ゆ

井
い

 元
げん

太
た

郎
ろう

さん

公益社団法人 sweet treat 
311 理事。

【プロフィール】
子どもの職業体験施設

「キッザニア」の運営会社
幹部を経て現職。雄勝学
校再生プロジェクトでは
前職経験を活かしたコン
テンツ開発の他、ファン
ドレイジング等も行う。

* ESD = Education for 
Sustainable Development

2014年度復興庁予算概算要求額

26,95729,037計

（単位：億円）

増減

66
16
50

6,558
2,155
253
3,619
7,749
5,155
16,780
1,331

▲2,080
21
16

▲50
▲706
▲920
▲1,013
751
1,138
▲763
110

▲552

2014年度
概算要求額

45
-

100
7,264
3,075
1,266
2,868
6,611
5,918
16,670
1,883

2013年度
予算額

７．復興庁一般行政経費等
６．「新しい東北」先導モデル事業等
５．東日本大震災復興推進調整費
４．原子力災害からの復興・再生
３．産業の振興・雇用の確保

廃棄物処理
復興関係公共事業
災害復旧事業
東日本大震災復興交付金内訳；

２．まちの復旧・復興
１．被災者支援
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ら
の
課
題
提
起
を
踏
ま
え
た
意

見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

　

各
テ
ー
マ
さ
ま
ざ
ま
な
論
点

が
あ
っ
た
中
、
い
ず
れ
の
場
に

お
い
て
も
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
」「
連
携
の
た
め
の
場
づ
く

り
」
の
必
要
性
が
議
論
の
中
心

と
な
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
だ
け
で
な
く
、

企
業
の
視
点
で
の
支
援
の
あ
り

方
な
ど
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
の

議
論
の
深
化
が
重
要
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
至
っ
た
。
最
後
は

組
ん
で
き
た
、
筆
者
を
含
む
18

名
の
メ
ン
バ
ー
が
実
行
委
員
と

な
っ
て
実
施
し
た
も
の
だ
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
復
興
庁
の

岡
本
全
勝
統
括
官
に
よ
る
基
調

講
演
に
始
ま
り
、
続
い
て
「
自

立
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
」

「
観
光
と
人
材
交
流
の
持
続
性
」

「
子
ど
も
の
遊
び
と
学
び
」
３
つ

の
テ
ー
マ
に
分
か
れ
て
の
分
科

会
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
40

〜
60
名
が
参
加
し
、
実
践
者
か

目
的
は
連
携
で
は
な
く
、

ア
ク
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
こ
と

寄
り
あ
い
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
開
催
報
告

　

９
月
11
日
、「
寄
り
あ
い
Ｎ

Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ–

東
北
か
ら
日
本

の
未
来
を
創
造
す
る
円
卓
会
議

–

」
の
第
１
回
が
仙
台
で
開
催

さ
れ
た
。

　
「
誰
か
を
批
判
す
る
だ
け
で

は
復
興
は
進
ま
な
い
。
セ
ク

タ
ー
を
超
え
、
こ
れ
か
ら
の
復

興
の
在
り
方
に
つ
い
て
話
し
合

い
た
い
」。
行
政
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

株
式
会
社
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立

場
か
ら
こ
れ
ま
で
復
興
に
取
り

各
分
科
会
で
行
わ
れ
た
議
論
の

共
有
を
経
て
、
全
体
で
更
な
る

議
論
を
行
っ
た
。

次
の
ス
テ
ッ
プ
は	

現
場
課
題
の	

	

解
決
プ
ロ
セ
ス
の
実
践

　

連
携
や
協
働
の
大
切
さ
は
、

今
ま
で
あ
ら
ゆ
る
場
で
耳
に
し

て
き
た
こ
と
だ
が
、
ア
ク
シ
ョ
ン

に
繋
が
っ
た
事
例
は
そ
う
多
く

は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
連

携
自
体
が
目
的
化
さ
れ
て
い
た

り
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
が
対
等
に
話
す
場
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
り
、
と
い
っ
た
と

こ
ろ
に
そ
の
原
因
が
あ
る
気
が

し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
今
回
、
た
と

え
ば
観
光

の
分
科
会

に
お
い
て
新
し
く
東
北
の
観
光

づ
く
り
を
考
え
る
研
究
会
が
発

足
す
る
動
き
に
つ
な
が
っ
た
こ
と

に
は
、
今
後
の
可
能
性
の
広
が

り
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
今
回
、

実
行
委
員
が
中
心
と
な
り
参
加

者
を
募
っ
た
。
東
北
３
県
に
関

わ
る
多
様
な
復
興
現
場
で
、
２

年
半
か
け
て
構
築
さ
れ
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
一
堂
に
会
し
た
こ

と
で
、
更
に
新
し
い
シ
ナ

ジ
ー
が
生
ま
れ
た
よ
う
に

思
う
。

　

会
議
室
で
の
議
論
の
次

の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
は
、

参
加
者
が
実
際
に
現
場
の

課
題
と
向
き
あ
い
、
解
決

の
プ
ロ
セ
ス
を
実
践
す
る

と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

寄
り
あ
い
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ

は
計
３
回
構
成
で
の
実
施

を
予
定
し
て
い
る
。
た
だ

の
議
論
で
終
わ
ら
せ
ず
、

具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
に

繋
が
る
場
づ
く
り
と
取
り

組
み
を
通
じ
、
今
回
「
寄

り
あ
っ
た
」
方
々
と
と
も

に
、
東
北
か
ら
日
本
の
未

来
を
創
造
し
て
い
く
。

〔
文
／
寄
り
あ
い
Ｎ
Ｉ
Ｐ

Ｐ
Ｏ
Ｎ
実
行
委
員　

臂

（
ひ
じ
）
徹
〕

【政策】
公営住宅最大10 年入居可へ
岩手県が国に申請していた災害公営
住宅の入居要件を緩和する特区が８月
２７日、認定された。特例措置を１８
年３月末まで延長する。

宮城県、水産特区が始動
宮城県は８月３０日、国が認めた水産
特区において、同県石巻市の桃浦か
き生産者合同会社に９月１日付で漁業
権を与えた。

【産業復興】
福島県、水産種苗施設を再整備
福島県は、津波で被災した水産種苗
研究所を相馬市に再整備する。１５年
度末には完成させ、１６年度から放流
を開始する見通し。

東松島市、メガソーラーが稼働
宮城県東松島市野蒜に、三井物産が
建設していたメガソーラー「奥松島『絆』
ソーラーパーク」が完成し運転を開始
した。

南三陸町で復興推進会議が発足
宮城県南三陸町は、町民などを委員
とした復興計画推進会議を発足させ、
９月１７日に初会合を開いた。町の復
興に意見を反映させる。

第３・４回「結の場」を開催
復興庁が被災企業と支援企業などを
つなぐ第３・４回地域振興マッチング

「結の場」を１１月７日と１２月４日に宮
城県内で開催する。

【生活・まちづくり】
岩手・宮城、仮設入居４年に延長
岩手県と宮城県は国に申請し、仮設
住宅の入居期間をそれぞれ現行の３
年間から４年間へ延長することを認め
られた。

名取市閖上地区、集団移転が承認
宮城県名取市閖上地区の集団移転促
進事業を１１日付で国交省が認め、名
取市は同事業を含む復興整備計画を
１９日に公表した。

東松島市、集団移転が１２８９戸
宮城県東松島市は、最終的な住民の
意向調査結果を基に、集団移転先の
整備戸数を当初予定より１０６戸減の
１２８９戸に決めた。

福島県、復興住宅を２４５戸整備
福島県は、原発事故の避難者向けに
整備する復興住宅のうち、計２４５戸
を福島、郡山、二本松の３市に整備す
ると新たに表明した。

南三陸町、防災庁舎を解体へ
宮城県南三陸町は、津波で骨組みだ
けが残った防災対策庁舎を解体する
方針を固めた。住民の意向や保存費
用がだせないことなどが理由。

【農業・漁業】
福島県内漁協、試験操業を再開
福島県の相馬双葉漁協は９月 25 日、
延期していた底引き網漁の試験操業
を再開した。いわき市漁協も１０月３
日再開。一方、シラス漁は見送られる。

亘理・山元、いちご団地が完成
宮城県亘理、山元両町で大型ハウス
を設けたいちご団地が完成した。それ
ぞれ町内３カ所と４ヵ所に造成し農家
に無償で貸し出す。

新地町、トマト栽培工場を建設
福島県新地町で、農業法人新地アグ
リグリーンが明治大、ヨークベニマル、
清水建設と協力し高糖度トマトの栽培
工場を建設する。

岩手県内19 漁協が黒字
岩手日報の調査によると、岩手県内で
24 のうち 19 の漁協が 12 年度単年度
黒字を計上した。大半は施設の寄贈
や義援金による事業外収益だった。

【原発・放射能】
大熊・楢葉、中間貯蔵の設置可
環境省は、福島県大熊、楢葉両町の
候補地でのボーリング調査の結果を
受けて、中間貯蔵施設の設置が可能
と判断した。

８月２６日～９月２０日

寄	稿

復興庁の岡本統括官による基調講演では、ＮＰＯなど行政以外のセ
クターが、それぞれの得意分野で連携しながら役割を全うすること
への期待が述べられた。

対話を実践に繋げようという意識も高く、白熱した熟議の場となった分科会。
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　農林水産省の調査によると、震災の被害にあった東北の農家の営農再開率は、２０１２年度および２０１３年
度それぞれの数値は岩手県で 95％→ 97％、宮城県で54％→ 65％、福島県で56％→ 59％。県による差は
大きいがいずれも上昇傾向にはある。営農を再開できない理由は、岩手県、宮城県の多くの農家が「耕地や施
設が使用できない」ことを挙げたのに対し、福島県では 96.2％もの農家が、「原発事故の影響」と回答した。
　そのような状況下で始まったのが「東北復興・農業トレーニングセンタープロジェクト」。東北の農業経営者と東京
の復興プロデューサーが、座学やフィールドワークなどを通じて相互に連携。新しい農業ビジネスの創出や、復興と
活性化を目指す。キリングループが行う「復興応援キリン絆プロジェクト」の一環として実施されている。
　ここに集ったのは、いずれも従来型の農業から一線を画した新たな打ち手に挑戦している東北の農業経営者た
ち。今回その中から４人を取材し、それぞれが描く新しい農業のカタチについて話を聞いた。

東北から生まれる新しい農業 の息吹き
農業トレーニングセンタープロジェクトに集う挑戦者 たち特集

あぜみちカフェに、農業用ウェアのファッションショー
　ボーダーシャツにオーバーオールを着込

んだ長髪の男性。農家に見えない風貌の

彼の名は佐藤さん。自らをお米クリエイ

ターと名乗ってる。長年携わった雑貨のバ

イヤーを辞め、故郷の角田市小田地区に

31歳の時にＵターンした。農家を継ぐ気

はなかったが、人口が減り衰退していく故

郷を目の当たりにし、ここで地域に根ざし

た農業を行うと決意した。

　佐藤さんのお米クリエイターとしての活

動は、生産はもちろんのこと、イベント、

商品開発など多岐にわたる。例えば、他

にない田植え体験を実現させた「かおり米

プロジェクト」というイベント。これは、山

口県の子供たちが育ててきた、かおり米と

いう米の生産を引き継ぐ際に、田植え体験

を伴うイベントとして企画したものだ。田

んぼまでの50メートルほどの道を３部屋

分のかわいいアンティーク雑貨でデザイン

し、電柱と電柱の間は色とりどりの手づくり

の旗が揺れる。そしてその先に見える「か

おり米プロジェクト」と書かれた大きな旗。

田んぼとは思えないほどかわいい空間で、

80代のおじいちゃん先生に手植えを習い

みんなで植える。その後は、歩いてきた

畦道にテーブルと椅子を置き、みんなでご

飯を食べる「畦道カフェ」がオープンする。

　また、９月末には「畦道ファッション

ショー」なるイベントも企画している。す

ずこまというトマトのイベントで、フード

コーディネーターや日本酒ソムリエなどが、

すずこまに合う料理やお酒を提供してくれ

る。農業用ウエアのファッションショーも行

う予定と、盛りだくさんの内容だ。

　「ここよりも素晴らしい自然や景色を持つ

場所はたくさんあるかもしれない。でも見

せ方を工夫するだけで、そこは特別な場

所になるんです。どう魅せるかにこだわり

ながら、大好きな小田を盛り上げていきた

いです」と佐藤さん。彼に見せられた多く

のファンが既に小田を訪れている。自由な

発想と地元愛にあふれた生産者が、消費

者との新しい関係を築こうとしている。

上:ガレージには古いワーゲンワゴン。これもイベ
ント時には彩りとして活躍する。
下:田んぼと田んぼの間に表れる畦道カフェ。作業
の後だとひと際美味しい！

ブランディング

宮城県角田市 お米クリエイター

 佐藤裕貴さん

ベトナムで農業指導、日本の技術を海外へ
　震災前、大学教授や研究者と共に「活

性酸素消去農法」を開発し米や野菜を中

心とした生産を行っていた村上さん。美味

しく栄養価も高いと順調に生産規模を拡大

していたが、その矢先に被災。田畑や機

械は浸水、農作物は壊滅的な被害を受け

た。機械の復旧や土の再生には長い時間

と莫大な費用を要するため、苦境に立たさ

れた。

　こうした状況下、村上さんは攻めに転じ

る。被災農家による情報発信プロジェクト

「野菜のキセキ」を立ち上げ、ＳＮＳ等を

活用しながら都内でのイベント出店や田植

え体験イベントの開催などを積極的に行う。

あわせてレトルト米を開発する六次産業化

プロジェクトや、他地域の企業への技術協

力など、精力的に活動の幅を広げていく。

　村上さんが強調するのは戦略の重要性

だ。「環境を分析し、自社の持っている強

みを活かし、どこでどう戦うのかを決める。

当たり前のことが農業の現場では行われて

きませんでした」。そして彼が選んだ戦略

は、海外展開だった。「日本の農業の強み

は質です。一人一人が職人としてモラルと

プライドを持って作物を作ってきた。一方、

人口が減少に転じ市場が縮小する中での

ＴＰＰ参加、さらに東北の農産物には風

評被害もある。日本の市場が、我々の作

物を正当に評価できる場ではなくなってき

ている」。

　あらゆる伝手をたどり現地パートナーを

開拓し、７月からはベトナムで米のテスト

栽培を開始した。現地の米に加えジャポニ

カ種の苗も植え、活性酸素消去農法により

育てる予定だ。現地での技術始動や販路

開拓に加えて、日本への研修生受け入れ

計画も進行。フィリピン、ミャンマー、カン

ボジアへと展開する調整も進めている。

　「目指すは復興というより、再生。我々

の持つ高い技術をどんどん世界に拡げて、

技術の輸出拠点として新しい日本の農業の

形をつくりたい」。異業種含めて、多種多

様な人と関わることで自分の位置を俯瞰し、

ゼロからでも海外展開を決断できたと言う

村上さんの夢は広がる。

活性酸素消去農法で生産された「土の力」はフ
レッシュファームのフラッグシップのひとつでもあ
る

復興を超え、日本農業の再生を
海外展開

宮城県岩沼市  株式会社フレッシュファーム

 村上和之さん

モノだけでなくコト（体験）を売る農家民宿事業
　看護師だった寺山さんが、実家の農家

を継いだのは６年前。以来、農作物の生

産に加え、加工品の販売やネット販売を取

り込み、順調に農園を拡大してきた。しか

し、東日本大震災で売上げが低迷。再び

農作物を購入してもらうには、まずは、福

島の現状を知ってもらうことが大切だと考

えた。その思いから、昨年に農家民宿を

スタートした。

　農家民宿では、宿泊や農業体験だけで

なく調理実習も体験できる。寺山さんのお

母様でもある民宿の料理担当、寺山正子

さんから教わるおふくろの味や食の知識は、

ここでしか味わえない経験だ。さらに、元

看護師の寺山さんによる健康診断、生活

指導、ストレスカウンセリングまで受けら

れる。農業に加え食を伝え、命の大切さを

学ぶプログラムになっている。

　寺山さんは言う。「販売のため出向いた

東京のＯＬさんたちは、忙しくてコンビニ

や外食ばかりだと言っていました。都会の

人が一番栄養不足なのかもしれないな、

と感じたんです。これからお母さんになる

彼女たちに本来の食事の大切さを伝えた

い。だから、今後は「体験」に力を入れ

た農園経営をやりたいのです。」

　現在ネットを介し集客も増えてきてはい

るが、まだまだ民宿だけで収益をあげるの

は難しい状況。そこで寺山さんは、「須賀

川を元気にする会」という協議会を発足さ

せた。阿部農縁を含め須賀川にある４つ

の農家や牧場が連携し、農業体験や農村

での滞在、加工品づくりなどの「体験」を

提供する、新しいコミュニティスペースを

創る予定だ。

　人の縁を大切にしたいという思いから

「阿部農縁」と名付けた寺山さん。農業は

モノを売るだけでなく、わくわくを届ける。

人の縁がつなぐ「体験」という付加価値を

つけた農業は、一つの新しい農業のカタ

チなのかもしれない。

上：須 賀 川を元気にする会のために集まった
面々。小林牧場の小林さん（左）とふるや農園の
降矢さん（右）
下：都内で行われた販売会の様子。この日は自家
製の桃のコンポートが人気で数時間で13万円売り
上がったそう。

付加価値

福島県須賀川市   阿部農縁

 寺山佐智子さん

商品開発

岩手県遠野市  遠野アサヒ農園

 吉田敦史さん

ニーズ起点の生産で販路を拡大
　遠野アサヒ農園の吉田さんが広告会社

の営業マンを辞め、遠野に移住してきたの

は５年前。一から農業を学び野菜作りを

開始し、就農４年目からは総菜加工販売

を始め、カフェも開店した。高級レストラ

ンやホテルへの出荷も年々増えている。

　順風満帆に見える吉田さんも、最初の

２年は作って売るだけで精一杯の毎日だっ

たそう。「東京で培った自分の営業力を生

かせば成功するとそう考えていたけど、甘

かったですね。農家の生活は驚くほど忙し

く、営業する時間なんて全くありませんで

した」。

　３年目、大きな転換を図る。農協への

出荷をやめ、産直販売に切り替え多品目

少量生産をとりながら、消費者目線で商品

開発を進めることにしたのだ。出荷を伸ば

すきっかけになったのは、飲食店をまわる

中で名前を耳にした「パドロン」。スペイ

ンのししとうであり、日本の枝豆と同じよう

な定番おつまみに使われるものだ。ニーズ

を確信した吉田さんは、テスト栽培に踏み

切りスペイン料理店への営業を開始。契

約締結率は１００％だったと言う。

　これを皮切りに営業は加速。スペイン料

理でなくともビールを出す飲食店であれば、

需要があると予測し営業範囲を拡げると、

和食、居酒屋、イタリアン、と、取引先は

増えていったと言う。また１つの取引先に

おける取扱い商品種類も拡大。今では、50

軒前後の飲食店に対してパドロンを含む数

種類の野菜をおろしている。

　顧客ニーズにあわせて競争力のある商

品を生産。そこでできた関係から取引を拡

げて行く。営業と生産をセットにした好事

例が、遠野にある。

上：成長のきっかけとなったパドロン。一つひとつ
丁寧に手積みで収穫する。
中：他 の 野 菜 も 大 人 気 。ミ ニ ト マ ト は 東 京 の 
ト マ ト 専 門店にも評価が高い
下：果物以上に糖度が高いとうもろこしは驚きの
味わい。
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　農林水産省の調査によると、震災の被害にあった東北の農家の営農再開率は、２０１２年度および２０１３年
度それぞれの数値は岩手県で 95％→ 97％、宮城県で54％→ 65％、福島県で56％→ 59％。県による差は
大きいがいずれも上昇傾向にはある。営農を再開できない理由は、岩手県、宮城県の多くの農家が「耕地や施
設が使用できない」ことを挙げたのに対し、福島県では 96.2％もの農家が、「原発事故の影響」と回答した。
　そのような状況下で始まったのが「東北復興・農業トレーニングセンタープロジェクト」。東北の農業経営者と東京
の復興プロデューサーが、座学やフィールドワークなどを通じて相互に連携。新しい農業ビジネスの創出や、復興と
活性化を目指す。キリングループが行う「復興応援キリン絆プロジェクト」の一環として実施されている。
　ここに集ったのは、いずれも従来型の農業から一線を画した新たな打ち手に挑戦している東北の農業経営者た
ち。今回その中から４人を取材し、それぞれが描く新しい農業のカタチについて話を聞いた。

東北から生まれる新しい農業 の息吹き
農業トレーニングセンタープロジェクトに集う挑戦者 たち特集
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　ボーダーシャツにオーバーオールを着込

んだ長髪の男性。農家に見えない風貌の

彼の名は佐藤さん。自らをお米クリエイ

ターと名乗ってる。長年携わった雑貨のバ

イヤーを辞め、故郷の角田市小田地区に

31歳の時にＵターンした。農家を継ぐ気

はなかったが、人口が減り衰退していく故

郷を目の当たりにし、ここで地域に根ざし

た農業を行うと決意した。

　佐藤さんのお米クリエイターとしての活

動は、生産はもちろんのこと、イベント、

商品開発など多岐にわたる。例えば、他

にない田植え体験を実現させた「かおり米

プロジェクト」というイベント。これは、山

口県の子供たちが育ててきた、かおり米と

いう米の生産を引き継ぐ際に、田植え体験

を伴うイベントとして企画したものだ。田

んぼまでの50メートルほどの道を３部屋

分のかわいいアンティーク雑貨でデザイン

し、電柱と電柱の間は色とりどりの手づくり

の旗が揺れる。そしてその先に見える「か

おり米プロジェクト」と書かれた大きな旗。

田んぼとは思えないほどかわいい空間で、

80代のおじいちゃん先生に手植えを習い

みんなで植える。その後は、歩いてきた

畦道にテーブルと椅子を置き、みんなでご

飯を食べる「畦道カフェ」がオープンする。

　また、９月末には「畦道ファッション

ショー」なるイベントも企画している。す

ずこまというトマトのイベントで、フード

コーディネーターや日本酒ソムリエなどが、

すずこまに合う料理やお酒を提供してくれ

る。農業用ウエアのファッションショーも行

う予定と、盛りだくさんの内容だ。

　「ここよりも素晴らしい自然や景色を持つ

場所はたくさんあるかもしれない。でも見

せ方を工夫するだけで、そこは特別な場

所になるんです。どう魅せるかにこだわり

ながら、大好きな小田を盛り上げていきた

いです」と佐藤さん。彼に見せられた多く

のファンが既に小田を訪れている。自由な

発想と地元愛にあふれた生産者が、消費

者との新しい関係を築こうとしている。
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中：他 の 野 菜 も 大 人 気 。ミ ニ ト マ ト は 東 京 の 
ト マ ト 専 門店にも評価が高い
下：果物以上に糖度が高いとうもろこしは驚きの
味わい。

復
興
を
超
え
、

日
本
農
業
の
再
生
を

僕
が
つ
く
る

 

魅
せ
る
農
業

大
人
の
食
育

始
め
て
い
ま
す

「
パ
ド
ロ
ン
」が

拡
げ
て
く
れ
た

２０１３年（平成 25 年）10月 4日 金曜日（復興 935 日目）　　東　北　復　興　新　聞（http://www.rise-tohoku.jp/）　　第 28号　（5）（5）



　四方をビニール囲まれた農園。天井は
開いているが、横通しの紐にたくさんの
黒い布の切れ端が垂れ下がり、光を柔ら
かく散らす。その下の地面には、腰ほど
の高さに立て掛けられたホダ木が並ぶ。
ホダ木とは菌を植え付けるために長さ1
メートルほどに切られた原木のこと。これ
にドリルなどで穴を開け、椎茸菌を接種。
それから木を2年ほど熟成させると3年
目から椎茸が取れるようになる。
　岩手県県北に位置する普代村の2人の
椎茸生産者が、それぞれ「茶花どんこ」と
「花どんこ」で農林水産大臣賞を受賞した。
人口 3000 人規模の自治体の復興を支援
する快挙と村の広報誌でも取り上げられた。
　「どんこ」は、「冬菇」と書き、冬を越
え、傘が規定以上開いた椎茸を指す。正

路正敏さん（53歳）の茶花どんこは、寒
暖差や乾燥をうまく利用して作ったヒビが
花のような模様を作る。中居齋さん（74
歳）の花どんこは、白い椎茸に花のよう
な模様がはいり、視覚的な趣を添える料
理に使われる。味の評価も高く、岩手の
どんこは、「肉厚で、椎茸本来の味がす
る」と高い評価を得ている。
　受賞は、めでたいニュース。ただ、単
純に祝うだけとは違った想いを、正路さん
と中居さんは持っていた。それはこの受
賞が、県下の他の椎茸生産者を励ます
きっかけになれば…というものだ。
　実は、岩手県の南部の椎茸生産者は、
福島第一原子力発電所事故の影響を受け
出荷制限や自粛要請を受け、事業を再開
できないでいる。普代村は県北に位置す

ることもあり、そういった制限は受けてい
ないが、風評被害により椎茸が買い叩か
れる状況だ。たとえば、以前であればキ
ロ単価 5000 円だったどんこが、「1000
円でよければ引きとるよ」と言われる状況。
「それだと来年育てる費用にもならない」
と正路さんは顔をしかめる。こういった事
情が重なり、多くの椎茸事業者が言うな
れば廃業の瀬戸際にあるのだ。「賞の受
賞で、少しでも『岩手のどんこ』がメディ
アに載り、人の目を引いてくれれば」と正
路さんは話す。
　一矢報いる…とまではいえないかもし
れない。しかし、岩手県の椎茸の品質の
良さをアピールし、同じ生産者たちが復
帰する際の支えになればという強い想い
が、二人にはある。

フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

岩
手
県
普
代
村
・
し
い
た
け
生
産
者

農
林
水
産
大
臣
賞
ダ
ブ
ル
受
賞

［20］
写
真
・
文
＝
岐
部
淳
一
郎

正路正敏さん 中居齋さん

釜石

陸前高田

大船渡

盛岡

花巻

一関

遠野

宮古

山田

大槌

普代村
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ル
が
島
で
行
っ
て
い
た
、
サ
ト

ウ
キ
ビ
か
ら
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー

ル
を
作
る
５
年
間
の
実
証
実
験

が
終
わ
り
、
本
来
な
ら
解
体
す

る
プ
ラ
ン
ト
を
、
好
意
で
島
に

残
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
。
こ
の
プ
ラ
ン
ト
は
サ
ト
ウ

キ
ビ
を
粉
砕
・
発
酵
・
蒸
留
で

き
る
施
設
で
、
少
し
の
設
備
投

資
で
ラ
ム
酒
の
製
造
が
可
能

だ
っ
た
。
松
本
さ
ん
は
、
新
規

採
用
さ
れ
た
製
造
責
任
者
の
知

念
さ
ん
と
共
に
３
年
か
け
て
準

備
を
し
、
酒
造
免
許
を
取
得
。

脱
あ
り
が
ち
の
商
品
開
発
。	

ソ
ー
ダ
と
ラ
ム
が
誕
生

　

同
時
期
に
松
本
さ
ん
が
着
手

し
た
の
は
島
の
新
商
品
開
発
だ
。

04
年
に
第
３
セ
ク
タ
ー
の
株
式

会
社
伊
江
島
物
産
セ
ン
タ
ー
が

設
立
さ
れ
、
松
本
さ
ん
は
役
場

の
担
当
と
し
て
そ
の
運
営
に
携

わ
り
、
伊
江
島
の
知
名
度
を
上

げ
る
こ
と
を
第
一
目
標
と
し
て

試
行
錯
誤
の
日
々
を
送
っ
た
。

　

そ
し
て
07
年
に
誕
生
し
た
の

が
、
湧
出
（
わ
じ
ぃ
）
と
呼
ば

場
に
島
外
か
ら
一
般
公
募
で
人

材
を
募
集
し
た
際
に
採
用
さ
れ

た
、
数
少
な
い
「
よ
そ
者
」
だ
。

　

着
任
当
時
、
５
月
に
１
０
０

万
輪
の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
が
咲
く

「
ゆ
り
祭
り
」
な
ど
を
中
心
に
、

観
光
集
客
は
年
約
８
万
人
。
し

か
し
島
に
と
っ
て
収
益
の
主
役

は
あ
く
ま
で
一
次
産
業
で
、
観

光
業
は
プ
ラ
ス
α
と
い
う
位
置

づ
け
だ
っ
た
。
松
本
さ
ん
は
、

過
疎
高
齢
化
の
流
れ
の
中
で
、

伸
び
し
ろ
が
あ
る
の
は
観
光
だ

と
役
場
内
で
訴
え
て
い
っ
た
。

沖
縄
県 

伊い

江え

島じ
ま

伊
江
島
で
の
経
験
か
ら
得
た

観
光
・
商
品
開
発
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
？

　

も
と
も
と
福
岡
で
広
告
営
業

の
仕
事
を
し
て
い
た
松
本
壮
さ

ん
は
、
２
０
０
２
年
に
当
時
の

村
長
の
判
断
で
史
上
初
め
て
役

　

沖
縄
本
島
で
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
「
美
ら
海
水
族
館
」
か
ら
海
を
望
む
と
、
三
角
帽

子
の
よ
う
な
山
を
持
つ
島
が
よ
く
見
え
る
。
こ
れ
が
伊
江
島
だ
。
本
部
（
も
と
ぶ
）
港
か
ら

フ
ェ
リ
ー
で
30
分
。
総
面
積
約
23
㎢
、
人
口
約
４
８
０
０
人
の
決
し
て
大
き
く
な
い
島
だ
が
、

新
商
品
の
ソ
ー
ダ
や
ラ
ム
酒
が
加
わ
っ
た
土
産
物
の
売
り
上
げ
は
、
過
去
８
年
で
７
千
５
０

０
万
円
増
の
、
年
間
1
億
４
千
万
円
に
。
観
光
客
数
は
約
５
万
人
増
の
年
間
13
万
８
千
人

規
模
に
成
長
。
特
に
中
高
生
の
修
学
旅
行
を
対
象
と
し
た
民
泊
事
業
は
、
年
間
約
３
０
０

校
・
５
万
人
を
受
け
入
れ
る
盛
況
で
、
県
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
成
長
の
立
役
者
の
一
人
が
、
島
外
か
ら
役
場
職
員
に
採
用
さ
れ
た
松
本
壮

（
つ
よ
し
）
さ
ん
だ
。
な
か
な
か
差
別
化
が
難
し
い
沖
縄
の
土
産
物
や
観
光
の
競
争
の
中
に

あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
伊
江
島
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
。
成
功
ポ
イ
ン
ト
を
聞
き
に
島

を
訪
ね
た
。

年
５
億
円
を
生
む
民
泊
。

う
る
る
ん
体
験
が
人
気

　

伊
江
島
で
は
03
年
か
ら
民
泊

事
業
を
開
始
。
特
に
１
泊
２
日

で
中
高
生
を
農
家
な
ど
へ
受
け

入
れ
る
、
修
学
旅
行
の
民
泊
プ

ラ
ン
に
力
を
入
れ
た
。
料
金
は

１
人
９
５
０
０
円
で
、
内
７
千

円
が
受
け
入
れ
先
の
家
に
前
払

い
で
支
払
わ
れ
る
形
だ
。
訪
れ

た
生
徒
た
ち
は
、
受
け
入
れ
先

の
家
業
を
手
伝
い
、

夜
は
星
を
見
な
が
ら

「
伊
江
島
の
両
親
」

と
語
ら
い
、
涙
を
流

し
て
別
れ
る
。
我
が

子
の
よ
う
に
遠
慮
な

く
叱
り
、
愛
情
を
込

め
て
子
供
た
ち
と
向

き
合
う
島
の
人
々
の

性
質
が
活
き
、
体
験

を
通
じ
て
成
長
し
た
と
い
う
声

や
、
受
け
入
れ
先
を
再
訪
す
る

生
徒
も
出
る
な
ど
し
て
、
急
速

に
人
気
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

東
北
で
も
、
観
光
や
商
品
開

発
で
差
別
化
が
図
り
に
く
い
現

状
が
あ
る
。
松
本
さ
ん
に
、
経

れ
る
天
然
の
湧
水
を
使
用
し
た

ご
当
地
飲
料
、「
イ
エ
ソ
ー
ダ
」

だ
。
開
発
中
は
な
か
な
か
賛
同

が
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
発
売

後
年
間
12
万
本
を
売
り
上
げ
る

大
ヒ
ッ
ト
を
得
て
、
役
場
内
の

空
気
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
松

本
さ
ん
は
、
開
発
の
最
初
に

「
黒
糖
コ
ー
ラ
」
が
完
成
し
た

時
、「
こ
れ
で
地
元
産
の
ラ
ム

コ
ー
ク
が
飲
み
た
い
な
」
と

思
っ
た
と
い
う
。

　

そ
ん
な
折
、
チ
ャ
ン
ス
が
舞

い
込
ん
だ
。
国
と
ア
サ
ヒ
ビ
ー

vol.7

つ
い
に
11
年
の
夏
、
伊
江
島
産

サ
ト
ウ
キ
ビ
が
原
料
の
ラ
ム
酒
、

「
イ
エ
ラ
ム
・
サ
ン
タ
マ
リ
ア
」

を
誕
生
さ
せ
た
。

　

名
前
に
聖
母
マ
リ
ア
を
つ
け

た
の
は
、
江
戸
時
代
に
伊
江
島

の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
＝
琉
球
ユ
リ

が
海
を
渡
り
、
欧
米
で
キ
リ
ス

ト
教
の
行
事
に
欠
か
せ
な
い

イ
ー
ス
タ
ー
リ
リ
ー
と
し
て
定

着
し
た
こ
と
か
ら
。「
国
内
に

留
ま
ら
ず
世
界
に
羽
ば
た
く
ラ

ム
へ
」
と
い
う
大
き
な
希
望
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。

役
場
初
の
「
よ
そ
者
」
登
用
で
加
速
し
た

島
の
観
光
と
商
品
開
発
。

験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
聞
い
た
。

①
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
で	

土
地
の
名
前
を
知
っ
て
も
ら
う

「
多
く
の
新
商
品
を
作
り
ま
し

た
が
、
よ
く
あ
る
箱
詰
め
菓
子

な
ど
、
形
だ
け
変
え
た
真
似
事

商
品
は
売
れ
な
い
と
学
び
ま
し

た
。
熱
意
を
込
め
ら
れ
る
も
の

か
が
大
事
だ
と
。
イ
エ
ソ
ー
ダ

は
、『
言
え
そ
う
だ
』
に
か
け

て
普
段
口
に
出
し
に
く
い
感
謝

や
応
援
、
愛
の
告
白
な
ど
を
言

え
て
し
ま
う
か
も
、
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
で
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

島
の
知
名
度
向
上
を
に
も
つ
な

が
っ
た
と
思
い
ま
す
」。

	

②
フ
ァ
ン
を
掴
む
質
の
高
さ

と
販
路
へ
の
柔
軟
性

「
05
年
、
東
京
の
沖
縄
フ
ェ
ア
に

特
産
の
ピ
ー
ナ
ツ
な
ど
を
大
量

に
出
荷
し
て
ま
っ
た
く
売
れ
ず
、

た
だ
都
会
の
百
貨
店
に
出
せ
ば

売
れ
る
訳
で
は
な
い
と
痛
感
し

ま
し
た
。
大
量
生
産
で
き
な
い

島
の
商
品
は
価
格
競
争
力
が
弱

い
た
め
、
高
品
質
な
商
品
づ
く

り
に
シ
フ
ト
し
ま
し
た
。
中
で

も
ラ
ム
は
本
場
で
も
通
用
す
る

質
を
目
指
し
、
販
路
開
拓
は
ラ

ム
愛
好
家
の
組
織
に
協
力
を
仰

ぐ
こ
と
か
ら
着
手
。
結
果
、
コ

ア
な
顧
客
を
持
つ
専
門
店
や
飲

食
店
に
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
商
品
の
フ
ァ

ン
に
な
り
、
売
り
た
い
と
思
っ

て
く
れ
る
人
を
掴
め
る
か
は
、

結
局
品
質
。
悩
み
抜
い
て
開
発

し
た
甲
斐
が
あ
り
ま
し
た
ね
」。

	

③
観
光
業
は
、
適
正
サ
イ
ズ

を
考
え
る

「
観
光
客
は
増
え
れ
ば
良
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
適
正
値

を
越
え
る
と
、
本
来
観
光
客
が

求
め
る
島
そ
の
も
の
の
雰
囲
気

が
壊
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
。

特
に
民
泊
は
、
受
け
入
れ
が
こ

れ
以
上
増
え
る
と
島
民
に
疲
弊

感
や
商
売
根
性
が
生
ま
れ
て
、

生
徒
た
ち
を
感
動
さ
せ
ら
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
島
の
Ｐ
Ｒ
が
で
き
て
雇

用
を
安
定
さ
せ
ら
れ
れ
ば
良
い

と
い
う
、
一
つ
の
ラ
イ
ン
を
引
い

て
考
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。

　

島
外
か
ら
来
て
、
き
っ
と
苦

労
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
松
本

さ
ん
。
し
か
し
終
始
楽
し
そ
う

で
、
次
の
ア
イ
デ
ア
に
ワ
ク
ワ
ク

し
て
い
る
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

素
朴
で
美
し
い
島
に
、
そ
の
笑

顔
が
と
て
も
馴
染
ん
で
い
た
。

ラム酒の製造工場。年間 100 ト
ンのサトウキビから製造され
る ラ ム 酒「 サ ン タ マ リ ア 」 は
１万２千本と稀少だ。

砂糖を作る過程で分離された糖蜜から作
る一般的なラム酒とは違い、ここで作ら
れるのはサトウキビの絞り汁をそのまま
使った贅沢な製法のアグリコール・ラム。

島の景勝地、湧出（わじぃ）展望台からの眺め。波打ち際に真水の湧くポイントがあり、
昔から島人の大切な水資源だった。ソーダもラムも、この湧水を利用している。

本島からフェリーで 30 分の伊江島。タッチューの名で親しまれる
島のシンボル、城山 ( ぐすくやま ) が迎えてくれる。

案内してくれた伊江村役場・商工観光課の松本壮さん（右）。ラム酒
の製造主任、知念寿人さん（左）は元・泡盛の杜氏。実家の塗装業を
継ごうと島に戻ったところ、ちょうどこの職の募集があったという。

島のサトウキビを活用した新商品、「イエラム サンタマ
リア」。樽で熟成させたゴールドと、ステンレス樽で貯蔵
したクリスタルの２種。720ml・2500 円、300ml・1400 円。

ご当地ソーダ飲料「イエソーダ」。現在ドラ
ゴンフルーツやシークヮーサーなど沖縄の原
料にこだわった全４種を展開している。

（7） ２０１３年（平成 25 年）10 月 4 日 金曜日（復興 935 日目）　　東　北　復　興　新　聞（http://www.rise-tohoku.jp/）　　第 28 号　（7）（7）



見頃を迎えた金
こん

色
じき

のジュータン

れ
、
今
ま
で
に
４
つ
の
記
事
を

執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

先
日
は
「
ふ
く
し
ま
の
『
こ

れ
か
ら
』
を
考
え
る
旅
」
と
い

う
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
の
取
材
に

行
っ
た
際
、
初
め
て
食
品
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
を
見
学
し
た
。

　

１
台
１
５
０
万
〜
２
０
０
万

円
も
す
る
機
械
が
20
台
近
く
並

ぶ
部
屋
に
、
次
々
と
運
び
込
ま

れ
て
く
る
食
品
の
数
々
。
Ｊ
Ａ

で
販
売
し
て
い
る
食
材
は
、
全

品
目
、
全
戸
、
検
査
対
象
で
、

１
日
約
１
０
０
件
も
の
検
査
が

な
さ
れ
て
い
る
。
今
年
は
セ
シ

ウ
ム
も
全
く
検
出
さ
れ
て
い
な

い
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
風
評

被
害
は
収
ま
ら
な
い
。
美
味
し

そ
う
な
桃
が
、
８
個
で
３
０
０

円
と
い
う
安
さ
で
販
売
さ
れ
て

い
る
の
を
見
て
、
そ
の
現
実
を

思
い
知
っ
た
。

　

震
災
か
ら
２
年
半
た
ち
、
被

害
の
大
き
か
っ
た
地
域
も
表
面

上
は
少
し
ず
つ
だ
が
再
生
し
始

め
て
い
る
。
け
れ
ど
、
そ
の
裏

で
は
、
明
日
の
見
え
な
い
作
業

を
続
け
て
い
る
人
が
こ
れ
ほ
ど

た
く
さ
ん
い
る
。
こ
の
現
実
。

こ
れ
が
現
実
。

　

そ
う
い
っ
た
「
現
実
」
を
見

つ
け
て
、
感
じ
て
、
伝
え
る
。

こ
れ
が
私
の
仕
事
。

　

ま
だ
ま
だ
東
北
初
心
者
の
私

だ
け
れ
ど
、
今
の
私
に
見
え
る
、

今
の
私
が
感
じ
る
東
北
を
精
一

杯
伝
え
よ
う
。
そ
し
て
、
何
度

も
何
度
も
東
北
に
来
よ
う
と
思

う
。（
Ｅ
）

　

ご
縁
あ
り
、
ラ
イ

タ
ー
と
し
て
こ
の
新
聞

に
関
わ
り
始
め
た
の
は

２
个
月
前
。
初
め
て
東

北
の
地
に
足
を
踏
み
入

　

９
月
21
日
、
岩
手
県
の
陸
前

高
田
未
来
商
店
街
に
て
Ｋ
Ｉ
Ｂ

Ｏ
Ｗ
陸
前
高
田
が
開
催
さ
れ
た
。

Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｗ
は
被
災
地
各
地
で

実
施
さ
れ
て
い
る
会
合
。
現
地

で
一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
と
考

え
て
い
る
人
や
組
織
が
自
身
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
し
、

Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｗ
が
拠
出
す
る
１
０

０
万
円
の
寄
付
金
の
付
与
先
を

参
加
者
の
投
票
に
よ
っ
て
決
め

る
。
市
内
外
か
ら
60
名
が
参
加
、

う
ち
10
名
が
登
壇
し
た
。

　

発
表
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
女
性
に
よ
る
サ
ロ
ン
運
営

か
ら
語
り
部
、
南
部
鉄
瓶
に
ご

当
地
ヒ
ー
ロ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

支
援
や
ま
ち
づ
く
り
な
ど
多
岐

に
渡
っ
た
。
見
事
優
勝
に
輝
い

た
の
は
、
一
般
社
団
法
人
お
ら

が
大
槌
夢
広
場
の
東
梅
和
貴
さ

ん
19
歳
。
築
80
年
の
古
民
家
を

再
生
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通

じ
、
命
の
大
切
さ
や
人
間
の
あ

る
べ
き
姿
を
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
を
語
っ
た
。

　

震
災
直
後
の
３
月
か
ら
開
始

し
た
Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｗ
は
、
今
回
で

24
回
を
数
え
る
。「
震
災
の
風

化
が
進
み
風
評
被
害
が
残
る
今

だ
か
ら
こ
そ
、
頑
張
っ
て
い
る

人
た
ち
が
何
を
や
っ
て
い
る
の

たわわに実をつけ頭を垂れた稲穂が広がる岩手県
遠野市。稲刈りが始まる前の初秋の風物詩。

古
民
家
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
グ
ラ
ン
プ
リ

Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｗ
陸
前
高
田 

開
催

復
興
庁
主
催
の
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト

民
間
に
よ
る
経
営
支
援
と

投
資
の
橋
渡
し
を

か
を
発
表
・
発
信
す

る
意
義
が
あ
る
」
と

話
す
の
は
、
運
営
事

務
局
の
梶
屋
拓
朗
さ

ん
。
何
か
に
挑
戦
し

よ
う
と
い
う
人
々
と
、

何
か
を
応
援
し
た
い

と
い
う
思
い
を
持
っ

た
人
々
が
集
ま
り
前
向
き
な
雰

囲
気
に
包
ま
れ
た
会
場
に
、
陸

前
高
田
市
の
久
保
田
副
市
長
は

「
こ
う
い
う
場
が
元
気
を
与
え

　

復
興
庁
は
、
東
北
に
お
け
る

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
発
掘
と
経

営
支
援
を
目
的
と
し
た
ビ
ジ
ネ

ス
プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
「
リ
バ

イ
ブ
ジ
ャ
パ
ン
カ
ッ
プ
」
を
開
催

す
る
。

　

こ
れ
は
復
興
推
進
委
員
会
が

６
月
に
提
出
し
た
中
間
取
り
ま

と
め
を
踏
ま
え
た
事
業
で
、
資

金
を
提
供
す
る
「
先
導
モ
デ
ル

事
業
」、
人
材
を
提
供
す
る

「
復
興
人
材
派
遣
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
」
と
並
び
、
経

営
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
や
民
間
か

ら
の
投
資
促
進
を
行
う
。

　

東
北
を
舞
台
に
実
施
さ
れ
る

各
種
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
を
９
月

30
日
ま
で
募
集
。
す
で
に
８
月

に
応
募
が
締
め
切
ら
れ
た
「
先

導
モ
デ
ル
事
業
」
と
対
象
は
重

合
う
」
と
話
し
た
。
Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ

Ｗ
は
今
後
も
こ
う
し
た
会
合
を

年
に
２
回
ペ
ー
ス
で
継
続
し
て

い
く
予
定
だ
。

な
る
が
、「
直
接
的
な
資
金
提

供
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
成

長
を
継
続
的
に
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
」（
復
興

庁
担
当
者
）。
市
民
グ
ル
ー
プ

等
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
取
り

組
み
や
、
個
人
ク
リ
エ
イ
タ
ー

に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
や
ア
イ
デ
ィ

ア
、
政
策
提
言
な
ど
も
募
集
の

対
象
と
な
る
。

　

書
類
審
査
の
上
、
11
月
に
行

う
二
次
審
査
で
有
識
者
と
と
も

に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
し
、
12
月
に
広
報
の

場
と
し
て
展
示
会
も
行
う
。
二

次
審
査
を
通
過
し
た
ビ
ジ
ネ
ス

プ
ラ
ン
を
対
象
に
、
フ
ァ
ン
ド

や
事
業
会
社
と
の
投
資
マ
ッ
チ

ン
グ
の
場
を
設
置
す
る
こ
と
も

検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

火
傷
し
な
い
よ
う
に
レ
ト
ル
ト
パ

ッ
ク
の
端
っ
こ
を
指
で
摘
み
、
沸
騰

し
た
お
湯
の
中
か
ら
取
り
出
す
。
ア

ツ
ア
ツ
の
ご
飯
の
上
で
一
気
に
封
を

切
っ
た
瞬
間
、
ふ
わ
っ
と
上
品
な
香

り
が
漂
っ
た
。

　

か
に
物
語
の
「
フ
レ
ン
チ
カ
レ
ー
」

は
香
り
豊
か
な
野
菜
を
煮
込
ん
だ
ト

マ
ト
ベ
ー
ス
の
ス
ー
プ
と
、
エ

キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
ス
パ
イ
ス
、
果

物
の
ペ
ー
ス
ト
、
ワ
イ
ン
な

ど
を
贅
沢
に
使
っ
た
カ
レ
ー
ル

ー
が
奏
で
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
絶

妙
。
勿
論
り
ん
ご
と
ハ
チ
ミ
ツ

も
恋
を
し
て
い
る
。
主
役
は

Deep Sea Red Crab

（
オ
オ
エ

ン
コ
ウ
ガ
ニ
）
で
、
白
ワ
イ
ン

炒
め
さ
れ
た
肉
厚
な
爪
が
２
本

並
ぶ
姿
は
ま
さ
に
華
麗
。
思
わ

ず
「
ト
レ
ビ
ア
ー
ン
」
と
口
に

し
て
し
ま
う
か
ら
要
注
意
だ
。

　

宮
城
県
の
気
仙
沼
を
本
拠
地

と
す
る
㈱
カ
ネ
ダ
イ
が
震
災
後

に
新
規
事
業
と
し
て
始
め
た

「
か
に
物
語
」
で
は
、
他
に
も

ビ
ス
ク
、
か
に
炒
飯
の
素
、
パ

ス
タ
ソ
ー
ス
な
ど
が
販
売
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
希
少
性
と
美
味

し
さ
か
ら
「
幻
の
カ
ニ
」
と
言

わ
れ
る
オ
オ
エ
ン
コ
ウ
ガ
ニ

は
、
ア
フ
リ
カ
の
ナ
ミ
ビ
ア

共
和
国
の
沖
合
に
船
を
出

し
、
深
海
５
０
０
〜
８
０
０

ｍ
で
漁
獲
。
生
産
、
加
工
、

販
売
ま
で
を
自
社
で
手
が
け

て
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
も
、
季
節
に
合

わ
せ
た
ト
ピ
ッ
ク
ス
や
レ
シ

ピ
を
紹
介
し
て
い
て
親
し
み

や
す
い
。「
食
べ
る
時
に
無

口
に
な
る
」
と
言
わ
れ
る
カ

ニ
だ
が
、
食
べ
や
す
く
剥
か

れ
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
カ
ニ
料

理
の
数
々
に
、
み
ん
な
の
会

話
も
弾
む
こ
と
だ
ろ
う
。

　

成
長
を
す
る
た
め
に
脱
皮

を
繰
り
返
す
こ
と
か
ら
、「
再

生
」
を
表
す
縁
起
物
と
さ
れ

る
カ
ニ
。
オ
オ
エ
ン
コ
ウ
ガ

ニ
を
食
べ
な
が
ら
、
東
北
の

再
生
を
応
援
し
て
み
て
は
如

何
だ
ろ
う
か
。（
Ｋ
）

カニを食べて会話が弾む
華麗なるフレンチカレー

株式会社カネダイ「かに物語」のフレンチカレー

若手を中心とした 10 組により、気持ちの入ったプレゼンが
行われた。

カニの身が全体の４割という贅沢な「クラブケーキ」をカレーに
浸して食べるのもオススメ。
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