
東
北
に
響
く
、

復
興
の
槌
音

詩
人  

和
合
亮
一

建
築
家  

坂
　
茂

被
災
地
の
思
い
を
発
信
し
続
け
、

共
感
を
広
げ
る「
言
葉
の
力
」

紙
を
素
材
に
ア
イ
デ
ア
を
凝
ら
し

避
難
所
、仮
設
住
宅
に｢

快
適
さ｣

を

Sp
e

c
ia

l In
te

rvie
w
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２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
東
日
本
を
襲
っ
た
大

地
震
、
そ
し
て
大
津
波
。
こ
の
未
曾
有
の
災
害
は
、

私
た
ち
に〝
革
命
〟と
も
呼
ぶ
べ
き
変
化
を
起
こ
し

た
。

　
〝
革
命
〟と
い
っ
て
も
、
手
に
手
に
石
を
持
ち
騒

ぎ
立
て
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。
一
人
一
人
の
心

の
中
で
、
静
か
に
、
し
か
し
確
実
に
進
行
し
て
い

く
変
化
の
う
ね
り
だ
。

　

例
え
ば
一
枚
の
風
景
写
真
が
あ
る
。
以
前
に
は
、

「
た
だ
美
し
い
だ
け
の
平
凡
な
景
色
」
に
見
え
て

い
た
も
の
が
、
あ
る
一
瞬
を
境
に
、「
二
度
と
目

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
な
光
景
」
に
変
わ

る
。
大
災
害
に
遭
遇
す
る
と
は
、
ま
さ
に
、
そ
う

い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

震
災
の
８
日
後
か
ら
、
時
間
と
、
ガ
ソ
リ
ン
の

許
す
限
り
被
災
地
を
訪
れ
て
き
た
。
４
月
末
、
気

仙
沼
の
高
台
に
辛
う
じ
て
残
っ
た
民
宿
へ
泊
ま
っ

た
と
き
だ
っ
た
。
街
灯
の
消
え
た
暗
闇
を
走
っ
て

宿
に
着
い
た
た
め
、
翌
朝
に
な
っ
て
窓
か
ら
見
た

気
仙
沼
の
風
景
に
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
。
ざ
っ
く

り
と
根
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ
た
日
常
。
波
の
音
だ
け
で
、

生
活
の
音
が
ま
っ
た
く
し
な
い
。
こ
の
無
音
の
ま

ち
で
、
大
き
な
喪
失
感
を
抱
え
、
生
き
て
い
く
人

た
ち
の
こ
と
を
思
っ
た
。

　

復
興
は
、
こ
れ
か
ら
長
い
道
の
り
に
な
る
だ
ろ

う
。
個
人
で
出
来
る
こ
と
な
ど
わ
ず
か
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
世
界
は
些
事
の
積
み
重
ね
で
し
か
動

か
な
い
も
の
だ
。
私
は
被
災
地
に
行
き
、
写
真
を

撮
り
、
夜
は
人
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
語
ら
う
。

「
津
波
の
後
で
、ワ
カ
メ
が
大
漁
だ
」「
海
も
ち
ょ
っ

と
は
悪
い
こ
と
し
た
と
思
っ
て
る
の
か
ね
」。
そ

ん
な
さ
り
げ
な
い
や
り
取
り
で
も
、「
に
ぎ
や
か

に
な
っ
て
う
れ
し
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
人
が
い

る
限
り
、
私
は
東
北
を
訪
れ
た
い
。

　

季
節
が
巡
れ
ば
、
花
は
ま
た
咲
く
。
子
ど
も
た

ち
は
海
で
遊
ぶ
。
自
然
の
営
み
が
営
々
と
続
く
よ

う
に
、
人
間
も
暮
ら
し
を
築
い
て
い
こ
う
。
一
日

一
日
を
、
こ
の
一
瞬
を
、
何
よ
り
愛
し
く
大
切
な

も
の
と
感
じ
ら
れ
る〝
心
の
革
命
〟を
続
け
な
が
ら
。

復
興
へ
向
か
う
ま
ち
へ
、

人
の
声
を
届
け
よ
う
。

写
真
家

立
木
義
浩
　
　
　 

文
と
写
真
　

Yoshihiro Tatsuki
1937年徳島県徳島市生まれ。
実家は、NHK朝の連続テレビ小説
『なっちゃんの写真館』のモデル
となった立木写真館。東京写真短
期大学（現・東京工芸大学）卒業。女
優写真の第一人者として知られ、
広告・出版・映像など幅広い分野で
活躍。1995年の阪神・淡路大震災
で被災地を取材撮影。2011年東
日本大震災の被災地にも足繁く通
い、復興に尽力する。
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建
築
家 坂ば

ん 
茂し

げ

る

紙
を
素
材
に
ア
イ
デ
ア
を
凝
ら
し

避
難
所
、仮
設
住
宅
に｢

快
適
さ｣
を

世
界
を
舞
台
に
活
躍
す
る
建
築
家
で
あ
る
と
同
時
に
、ト
ル
コ
、イ
ン
ド
、

ス
リ
ラ
ン
カ
、ハ
イ
チ
な
ど
各
国
の
被
災
地
で
住
宅
や
学
校
を
建
て
る

支
援
を
続
け
る「
行
動
す
る
建
築
家
」、坂
茂
さ
ん
。

避
難
所
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
す
る「
間
仕
切
り
」を
。

仮
設
住
宅
に「
美
し
さ
」と｢

快
適
さ｣

を
。

不
可
能
と
も
思
え
る
挑
戦
を
支
え
、突
き
動
か
し
て
き
た
思
い
と
は
。

Special
Interview 1

難
民
シ
ェ
ル
タ
ー
か
ら

被
災
者
支
援
へ

　

紙
を
素
材
に
し
た
優
美
な
建
築
物
を

設
計
し
、
世
界
的
な
評
価
を
受
け
る
建

築
家
・
坂
茂
さ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
立

美
術
文
化
セ
ン
タ
ー「
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
･

セ
ン
タ
ー
･
メ
ス
」
と
い
っ
た
国
家
的

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
手
が
け
る
一
方
、
世

界
各
地
で
起
き
た
自
然
災
害
現
場
へ
い

ち
早
く
駆
け
つ
け
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

仮
設
住
宅
や
学
校
を
建
設
す
る
な
ど

「
行
動
す
る
建
築
家
」
と
し
て
も
知
ら

れ
る
。

「
僕
が
学
生
時
代
に
建
築
家
を
目
指
し

た
の
は
、『
人
の
役
に
立
つ
仕
事
が
で

き
る
』
と
思
っ
た
か
ら
。
し
か
し
実
際

に
な
っ
て
み
る
と
、
建
築
家
の
仕
事
の

多
く
は
お
金
持
ち
な
ど
特
権
階
級
の
人

達
の
た
め
の
も
の
で
し
た
」

　

建
築
家
と
し
て
の
自
分
の
知
識
と
経

験
を
、
住
む
場
所
に
困
っ
て
い
る
人
た

ち
に
役
立
て
ら
れ
な
い
か
。
そ
う
考
え

て
い
た
94
年
、
坂
さ
ん
は
雨
期
の
ア
フ

リ
カ
で
毛
布
に
く
る
ま
り
震
え
て
い
る

ル
ワ
ン
ダ
難
民
の
写
真
を
見
て
、
あ
る

こ
と
を
ひ
ら
め
く
。

「
僕
が
86
年
か
ら
素
材
と
し
て
使
っ
て

い
た
再
生
紙
の
紙
管
は
、
現
地
調
達
が

し
や
す
く
、
コ
ス
ト
が
安
く
加
工
も
簡

単
。
リ
サ
イ
ク
ル
も
可
能
で
す
。
強
度

は
木
に
劣
る
も
の
の
、
構
造
を
工
夫
す

れ
ば
丈
夫
な
建
築
物
が
で
き
る
の
で

す
」

　

坂
さ
ん
は
、
ア
ポ
イ
ン
ト
な
し
に

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国
連
難
民
高
等
弁
務
官

事
務
所（
U
N
H
C
R
）本
部
へ
出
向
き
、

自
説
を
提
案
。
95
年
に
は
ル
ワ
ン
ダ
の

難
民
向
け
仮
設
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
計
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
任
命
さ
れ
た
の
だ
。

紙
を
使
っ
た
間
仕
切
り
で

避
難
所
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

　

同
じ
年
、
日
本
は
阪
神
・
淡
路
大
震

災
に
襲
わ
れ
た
。
坂
さ
ん
は
紙
管
を
素

材
に
神
戸
市
内
の
教
会
に
集
ま
っ
た
元

ベ
ト
ナ
ム
難
民
に
向
け
た
仮
設
住
宅
や
、

教
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
の
再
建

を
手
が
け
る
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
被
災
地
へ
通

う
な
か
で
、
避
難
所
や
仮
設
住
宅
の
抱

え
る
問
題
点
に
も
気
づ
い
た
と
い
う
。

「
被
災
し
て
家
族
を
失
い
、
精
神
的
な

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る
方
々
に
と
っ

て
、
住
み
心
地
の
い
い
空
間
を
提
供
す

る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
し
か
し

今
ま
で
は
『
住
む
場
所
を
用
意
す
る
』

こ
と
が
先
決
と
考
え
ら
れ
、
生
活
の
ク

オ
リ
テ
ィ
は
後
回
し
だ
っ
た
と
思
う
」

　

そ
の
後
、
04
年
の
中
越
地
震
、
05
年

の
福
岡
県
西
方
沖
地
震
で
実
際
に
避
難

所
の
支
援
を
始
め
た
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
保
つ
た
め
に
用
意
し
た
紙
の
間
仕
切

り
に
対
し
て
、「
人
数
の
管
理
が
難
し

く
な
る
」
と
導
入
を
渋
ら
れ
た
こ
と
も
。

「
避
難
し
て
い
る
人
も
、『
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
身
だ
か
ら
』
と
、
文
句
や

わ
が
ま
ま
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
。
だ

か
ら
こ
そ
僕
の
よ
う
な
人
間
が
声
を
あ

げ
、
行
政
と
利
用
者
の
間
に
立
っ
て
最

善
の
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
と
思
い
ま

し
た
」

　

例
え
ば
、
中
越
地
震
の
避
難
所
に
用

意
し
た
家
の
よ
う
な
形
の
間
仕
切
り
は
、

閉
鎖
性
は
高
い
が
家
族
の
人
数
に
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
間

仕
切
り
が
高
く
、
避
難
所
で
あ
る
体
育

館
の
舞
台
上
に
設
置
さ
れ
た
テ
レ
ビ
が

見
え
な
い
、
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
点
を
改
良
し
た
福
岡
の
間
仕
切

り
は
、
組
み
立
て
は
簡
単
に
な
っ
た
も

の
の
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
な
い
と

い
う
問
題
が
起
き
た
。

「
そ
う
し
た
過
去
の
経
験
を
元
に
出
来

た
の
が
、
紙
管
で
柱
と
梁
を
組
み
立
て

カ
ー
テ
ン
を
張
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
す
。

Shigeru Ban
1957年東京都生まれ。80年、ニューヨー
クのクーパー･ユニオン建築学部入学。途
中１年間休学して磯崎新氏の事務所に在
籍。85年、坂茂建築設計を設立。2000年
ドイツ・ハノーバ万博日本館を「紙の建築」
で手がける。1995～2000年、国連難民
高等弁務官事務所（UNHCR）コンサルタン
ト。2010年よりハーバード大学、コーネル
大学客員教授。2012年、文化庁文部科学
大臣賞受賞。ニュージーランド、クライスト
チャーチ仮設大聖堂が今年秋完成予定。

紙管をシートの支柱に使った、ルワンダ難民キャンプの
仮設シェルター（UNHCR）　©Shigeru Ban Architects

仮設住宅建設の後、紙管を使って建てた神戸たかとり「紙の教会」
©Hiroyuki Hirai

坂さんが建築設計を手がけた女川町の仮設住宅。その住練間につくられた「紙のアトリエ」は、
ボランティアによる各種教室や、遊び場として開放している
©Hiroyuki Hirai
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組
み
立
て
る
の
も
簡
単
で
、
開
閉
が
で

き
、
紙
管
の
長
さ
を
変
え
れ
ば
サ
イ
ズ

も
変
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
06
年
の
藤

沢
市
防
災
の
日
に
合
わ
せ
て
開
発
し
た

の
で
す
」

　

そ
し
て
２
０
１
１
年
３
月
11
日
。
パ

リ
の
事
務
所
で
東
日
本
大
震
災
を
知
っ

た
坂
さ
ん
は
、
す
ぐ
さ
ま
避
難
所
の
間

仕
切
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
タ
ー
ト
す

る
。
慶
應
義
塾
大
学
で
教
え
て
い
た
時

の
研
究
室
Ｏ
Ｂ
を
集
め
、
事
務
所
の
サ

イ
ト
を
通
じ
て
義
援
金
を
募
っ
た
。

「
自
治
体
の
援
助
を
受
け
る
に
は
、
許

可
が
い
る
と
か
議
会
を
通
す
な
ど
、
時

間
が
か
か
り
す
ぎ
る
。
そ
の
間
に
も

困
っ
て
い
る
人
た
ち
は
い
る
の
で
す
か

ら
」

　

間
仕
切
り
シ
ス
テ
ム
は
さ
ら
に
改
良

を
重
ね
、
サ
イ
ズ
の
違
う
２
種
類
の
紙

管
の
太
い
管
の
穴
に
細
い
管
を
差
し
込

む
こ
と
で
、
コ
ス
ト
の
低
減
と
、
組
み

立
て
や
す
さ
を
実
現
し
た
。

「
サ
ン
プ
ル
を
持
っ
て
避
難
所
を
ま
わ

り
、
実
際
に
避
難
し
て
い
る
人
の
前
で

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
な
が
ら

『
こ
の
避
難
所
で
も
作
ら
せ
て
く
だ
さ

い
』
と
お
願
い
し
て
回
り
ま
し
た
」

コ
ン
テ
ナ
を
積
み
上
げ
た

美
し
く
快
適
な
仮
設
住
宅

　

そ
し
て
今
回
、
坂
さ
ん
が
手
掛
け
た

宮
城
県
女
川
町
の
仮
設
住
宅
。
そ
の
設

計
・
建
築
に
は
、
次
の
よ
う
な
い
き
さ

つ
が
あ
る
。

　

震
災
直
後
の
報
道
か
ら
、
坂
さ
ん
は

多
く
の
被
災
地
や
そ
の
周
辺
地
域
に
、

仮
設
住
宅
を
建
て
る
た
め
に
十
分
な
平

地
が
少
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。

「
つ
ま
り
従
来
の
平
屋
で
は
な
く
、
多

層
の
仮
設
住
宅
が
必
要
に
な
る
は
ず
だ

と
。
そ
こ
で
前
々
か
ら
温
め
て
い
た
海

上
輸
送
用
の
コ
ン
テ
ナ
を
使
っ
た
３
階

建
て
仮
設
住
宅
を
、
避
難
所
支
援
で
知

り
合
っ
た
女
川
町
の
安
住
伸
孝
町
長

（
当
時
）
に
提
案
し
た
の
で
す
」

　

コ
ン
テ
ナ
を
市
松
模
様
に
組
み
上
げ
、

コ
ン
テ
ナ
同
士
の
間
の
オ
ー
プ
ン
な
空

間
に
全
面
ガ
ラ
ス
を
入
れ
て
開
放
的
な

リ
ビ
ン
グ
を
作
る
。
コ
ン
テ
ナ
内
部
は

や
や
閉
鎖
的
な
た
め
、
子
供
部
屋
や
バ

ス
・
ト
イ
レ
に
利
用
す
る
。

「
コ
ン
テ
ナ
の
数
は
従
来
の
半
分
で
済

む
上
、
屋
根
と
の
間
に
隙
間
を
つ
く
る

こ
と
で
風
通
し
を
良
く
し
て
夏
も
涼
し

い
住
宅
が
で
き
ま
す
」

　

構
造
と
し
て
は
耐
火
性
能
、
断
熱
性

能
、
遮
音
性
能
も
十
分
に
備
え
て
い
る
。

た
だ
県
の
予
算
を
使
う
関
係
か
ら
、
室

内
の
面
積
は
一
般
的
な
平
屋
の
仮
設
住

宅
に
揃
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
多
く
の
仮
設
住

宅
で
は
、
十
分
な
収
納
が
な
い
た
め
に
、

家
中
に
モ
ノ
や
衣
服
が
あ
ふ
れ
て
い
た

り
、
間
に
合
わ
せ
の
家
具
を
入
れ
た
た

め
に
室
内
が
狭
く
な
り
が
ち
で
し
た
」

そ
う
し
た
不
便
を
少
し
で
も
解
消
し
て

も
ら
お
う
と
、
義
援
金
を
元
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
作
り
付
け
の
家
具
を
製
作
。

ち
ゃ
ぶ
台
と
し
て
も
テ
ー
ブ
ル
と
し
て

も
使
え
る
よ
う
に
、
脚
の
長
さ
が
変
え

ら
れ
る
食
卓
も
用
意
し
た
。

「
戦
後
、
日
本
人
の
住
ま
い
の
質
は
大

き
く
向
上
し
ま
し
た
。
災
害
に
遭
う
前

の
暮
ら
し
の
質
を
実
現
す
る
の
は
難
し

い
に
し
て
も
、
そ
れ
相
応
に
、
暮
ら
し

や
す
く
快
適
で
、
し
か
も
美
し
い
住
ま

い
で
あ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
」

　

物
と
物
に
挟
ま
れ
て
小
さ
く
な
っ
て

い
る
よ
う
な
家
で
は
、
心
身
の
疲
れ
を

癒
す
こ
と
は
難
し
い
。
快
適
な
住
ま
い

は
、
復
興
に
向
か
う
明
日
へ
の
活
力
に

な
る
は
ず
だ
。

　

ま
た
住
戸
一
つ
ず
つ
だ
け
で
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
快
適
さ
も
考

え
た
と
い
う
坂
さ
ん
。
町
立
の
野
球
場

の
中
と
い
う
限
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ
て

も
、
多
層
構
造
の
た
め
棟
間
隔
は
11
ｍ

余
り
あ
る
。
住
棟
間
の
敷
地
に
は
、
地

方
の
生
活
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
駐

車
場
も
確
保
で
き
る
。
集
会
所
や
日
常

的
な
買
い
物
が
で
き
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
、

子
供
た
ち
が
勉
強
や
遊
び
に
利
用
す
る

ア
ト
リ
エ
を
備
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
空

間
も
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
敷
地
内
に
、
掘
り
当
て
た
ま
ま
利
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
温
泉
が
あ
り
ま
し

て
ね
。
そ
こ
を
銭
湯
に
し
よ
う
と
計
画

中
な
ん
で
す
よ
」

　

今
回
の
間
仕
切
り
シ
ス
テ
ム
や
仮
設

住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
を
見
据
え

て
こ
う
語
る
。

「
間
仕
切
り
シ
ス
テ
ム
は
、
使
い
や
す

さ
で
も
コ
ス
ト
面
で
も
今
回
の
シ
ス
テ

ム
が
最
上
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
コ
ン

テ
ナ
を
使
っ
た
多
層
の
仮
設
住
宅
も
、

日
本
と
い
う
国
土
を
考
え
た
ら
、
こ
れ

が
ベ
ス
ト
の
形
で
し
ょ
う
。
も
し
今
後

ま
た
大
き
な
災
害
が
起
き
た
と
き
は
、

こ
う
し
た
『
前
例
』
を
も
と
に
、
よ
り

よ
い
住
ま
い
を
提
供
し
て
い
っ
て
欲
し

い
と
願
っ
て
い
ま
す
」

　

建
築
家
と
し
て
の
活
動
で
は
、

２
０
１
１
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

南
部
地
震
で
被
災
し
た
ク
ラ
イ
ス
ト

チ
ャ
ー
チ
の
仮
設
教
会
が
間
も
な
く
完

成
す
る
。

「
町
の
中
心
部
で
は
90
％
以
上
の
建
物

が
建
て
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
景
観

が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
人
々
は
悲
し

ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
仮
設
と
は
い
え

モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
建
物
が
生
ま
れ
る

の
は
、『
大
き
な
希
望
だ
』
と
僕
に
語
っ

て
く
れ
た
人
が
い
ま
し
た
」

　

建
築
は
希
望
。
大
き
な
災
害
に
遭
っ

て
も
、
人
は
ま
た
建
物
を
、
そ
し
て
暮

ら
し
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
災
地
で
の
建
築
に
関
わ
れ
る
満
足
感

や
喜
び
は
、
世
界
的
な
建
築
を
つ
く
る

満
足
度
と
、「
ま
っ
た
く
境
目
が
あ
り

ま
せ
ん
ね
」と
語
る
坂
さ
ん
。「
行
動

す
る
建
築
家
」
と
し
て
の
活
動
は
、
ま

す
ま
す
多
様
に
広
が
っ
て
い
き
そ
う
だ
。

右上／東日本大震災で避難所となった岩手県大槌町の体育
館。間仕切りが設置される前の状況
左上／間仕切りが設置された状態。改良を重ね、組立式で設置
も容易に。夏にはカーテンを蚊帳に替え、被災地で発生したハ
エ対策に大きな効果を上げた
左／2005年、福岡西方沖地震の際、活用された避難所用間
仕切りシステム。この頃はまだ紙のつい立てだった

女川町の仮設住宅全景。仮設住宅としての役割を終えた後は、運動場併設の合宿所に転用
予定だ

建築は、希望。 
人の役に立つ仕事に 
関わる喜びを感じます。

©Voluntary Architects Network

©Hiroyuki Hirai

©Voluntary Architects Network

©Voluntary Architects Network

3号棟の外観。パステルカラーで「テーマパークのホテルみたい」と住
民たちにも好評だ
©Voluntary Architects Network
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明るく広々した室内。上部の作り付け家具の下にはハンガーがかけられ、衣類が収
納できるなど細かな工夫も ©Hiroyuki Hirai



震
災
６
日
後
か
ら

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
紡
い
だ
詩

　

大
学
時
代
か
ら
詩
作
を
始
め
、
現
代

詩
の
旗
手
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
和

合
さ
ん
。
震
災
発
生
の
時
は
、
勤
務
先

で
あ
る
福
島
県
伊
達
市
の
高
校
で
会
議

の
最
中
だ
っ
た
と
い
う
。
立
っ
て
い
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
揺
れ
。
地
鳴
り
。
割
れ

る
窓
ガ
ラ
ス
。
そ
の
晩
か
ら
家
族
と
と

も
に
３
日
間
を
避
難
所
で
過
ご
し
た
。

携
帯
電
話
で
見
た
テ
レ
ビ
は
、
想
像
を

超
え
る
被
害
を
刻
々
と
伝
え
た
。

　

連
作
「
詩
の
礫つ

ぶ
て

」
を
書
き
始
め
た
の

は
、
妻
子
が
放
射
能
を
避
け
て
山
形
に

避
難
し
（
１
カ
月
後
に
帰
宅
）、
自
宅

に
ひ
と
り
残
っ
た
３
月
16
日
か
ら
だ
っ

た
。

「
30
世
帯
も
の
集
合
住
宅
に
残
っ
て
い

る
の
は
僕
も
含
め
て
ご
く
わ
ず
か
の
人

だ
け
で
し
た
。
福
島
は
も
う
終
わ
り
か

も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
僕
が
こ
こ
を

去
る
の
は
、
近
く
に
住
む
両
親
を
看

取
っ
て
か
ら
に
な
る
だ
ろ
う
と
。
そ
こ

ま
で
覚
悟
し
て
い
ま
し
た
」

　

激
し
い
余
震
が
続
き
、ま
た
、ニ
ュ
ー

ス
を
見
る
た
び
津
波
の
死
者
数
は
増
え

て
い
く
。
何
度
も
出
か
け
た
三
陸
の
海

辺
も
壊
滅
し
た
。
原
発
で
も
っ
と
大
き

な
爆
発
が
起
き
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
。

「
本
質
的
な
孤
独
の
よ
う
な
も
の
を
感

じ
る
中
、
自
分
が
生
き
た
証
を
記
録
し

て
お
き
た
か
っ
た
。
理
性
で
は
な
く

も
っ
と
動
物
的
な
、強
い
衝
動
で
し
た
」

　

紙
に
記
録
し
て
も
誰
の
目
に
も
ふ
れ

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ふ
と
思
い
つ
い

た
の
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
書
き
込
む
と

い
う
手
段
だ
っ
た
。

「
手
続
き
し
た
ま
ま
ほ
と
ん
ど
使
っ
て

い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
。
こ
れ
で
発
信

す
れ
ば
誰
か
に
届
く
か
も
し
れ
な
い
と

ひ
ら
め
い
た
ん
で
す
」

　

パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
、
ま
さ
に
礫
の

ご
と
く
詩
を
投
げ
か
け
た
。
そ
れ
は
例

え
ば
こ
ん
な
言
葉
で
始
ま
る
。

―
―
本
日
で
被
災
六
日
目
に
な
り
ま
す
。

物
の
見
方
や
考
え
方
が
変
わ
り
ま
し
た
。

放
射
能
が
降
っ
て
い
ま
す
。
静
か
な
静

か
な
夜
で
す
。

「
頭
の
中
は
白
熱
し
た
ま
ま
２
時
間
、

詩
を
書
き
続
け
、
気
づ
い
た
ら
１
７
１

人
が
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
て
い
ま
し

た
」

　

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は
気
に
な
る
人
を
登

録
（
フ
ォ
ロ
ー
）
し
て
お
け
ば
、
そ
の

人
の
投
稿
（
ツ
イ
ー
ト
）
を
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
閲
覧
で
き
る
。
翌
日
か
ら
和
合

さ
ん
が
綴
る
詩
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
は
み
る

み
る
増
え
、
わ
ず
か
な
期
間
の
う
ち
に

１
万
人
を
超
え
た
。

　

書
い
て
い
る
間
に
も
フ
ォ
ロ
ワ
ー
か

ら
の
感
想
が
次
々
と
送
ら
れ
て
く
る
。

「
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
な
が
ら
言

葉
を
繰
り
出
し
て
い
く
感
覚
は
、
ま
る

で
舞
台
で
語
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
」

大
き
な
動
き
に
つ
な
が
り

広
が
っ
て
い
っ
た
輪

　

３
月
、
４
月
、
５
月
…
…
和
合
さ
ん

は
寝
食
を
忘
れ
て
書
き
続
け
た
。

「
皆
、
つ
ら
さ
を
抱
え
て
生
き
て
い
る
。

福
島
で
は
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
エ
リ

ア
も
あ
る
。
こ
の
不
条
理
な
現
実
を
あ

り
の
ま
ま
発
信
し
続
け
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
し
た
」

　

あ
り
の
ま
ま
の
表
現
は
被
災
し
た
人

た
ち
を
苦
し
ま
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
心
配
し
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

し
か
し
、
避
難
所
で
紙
に
書
き
写
し
た

和
合
さ
ん
の
詩
が
回
し
読
み
さ
れ
、
皆

を
勇
気
づ
け
て
い
る
と
い
う
う
れ
し
い

知
ら
せ
も
聞
い
た
。

　

フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
広
が
り
は
さ
ら
に
大

き
な
動
き
を
呼
ん
だ
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
に

綴
っ
た
詩
は
、６
月
に
『
詩
の
礫
』『
詩

の
黙
礼
』『
詩
の
邂か

い
こ
う逅
』
の
３
冊
と
し

て
刊
行
。
ま
た
８
月
に
は
福
島
出
身
の

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
・
遠
藤
ミ
チ
ロ
ウ
さ

ん
、
大
友
良
英
さ
ん
と
と
も
に
発
起
人

に
な
り
、
音
楽
を
主
体
と
し
た
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ

Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
!
」
も
開
催
し
た
。

「
当
時
の
福
島
の
ま
ち
は
本
当
に
閑
散

と
し
て
い
ま
し
た
。
駅
も
封
鎖
し
て
い

た
し
、
こ
こ
に
人
が
来
る
と
は
思
え
な

い
と
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
皆

何
か
し
た
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
よ
し
、

１
万
人
を
集
め
よ
う
！
と
」

　

多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
出
演
を
快

諾
し
て
く
れ
た
。
和
合
さ
ん
は
、
10
代

の
頃
か
ら
憧
れ
だ
っ
た
坂
本
龍
一
さ
ん

と
共
演
し
、
詩
を
朗
読
し
た
。
来
場
者

は
な
ん
と
１
万
３
０
０
０
人
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
番
組
で
流
し
た
映
像
は
全

世
界
25
万
人
が
視
聴
し
た
。

　

夏
の
終
わ
り
こ
ろ
、
ま
ち
の
人
か
ら

「
あ
り
が
と
う
」
の
声
が
か
け
ら
れ
た
。

　

現
代
詩
は
人
に
役
立
つ
た
め
に
書
く

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
文
学
性
で
あ

り
、
詩
人
の
誇
り
。
そ
う
思
っ
て
き
た

と
和
合
さ
ん
は
言
う
。
谷
川
俊
太
郎
さ

ん
の
「
詩
と
は
い
ろ
ん
な
人
に
読
ん
で

も
ら
う
べ
き
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
に

も
ピ
ン
と
こ
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
震
災
を
経
て
、
あ
あ
、
こ
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
ん
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
詩

は
人
を
励
ま
し
、
役
に
立
つ
も
の
に
な

り
得
る
ん
で
す
ね
」

和合さんの近著
『ふたたびの春に』（祥伝社）

「プロジェクトFUKUSHIMA!」の一環で、
一般応募者を対象に「詩の学校」を開催

「詩の学校」で詩の書き方を指導し、和合さんが各人の詩の
一部を抜粋。一つの詩に仕上げたものを「福島群読団」とし
て朗読した

詩
人 和わ

合ご

う

亮り

ょ

う

一い

ち

被
災
地
の
思
い
を
発
信
し
続
け
、

共
感
を
広
げ
る「
言
葉
の
力
」

自
ら
も
被
災
し
な
が
ら
、震
災
直
後
か
ら

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
自
作
詩
を
発
表
し
て
き
た
和
合
さ
ん
。

そ
の「
言
葉
」は
多
く
の
共
感
を
呼
ん
だ
。

14
カ
月
を
経
て
の
思
い
を
伺
っ
た
。

Ryoichi Wago
1968年福島生まれ。詩人、高校の国
語教師。1999年に第一詩集『After』
で中原中也賞、2006年『地球頭脳詩
篇』で晩翠賞を受賞。東日本大震災直
後からツイッターで作品を発表する。
震災後の詩集には『詩の礫』『詩の黙
礼』『詩の邂逅』がある。

Special
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Special Interview 2
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東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
余
り
。Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
で
は
、昨
年
４
月
以
降
、

被
災
市
町
村
の
要
請
に
応
じ
て
復
興
支
援
体
制
を
強
化
し
て
き
た
。

今
回
の
特
集
で
は
、復
興
ま
ち
づ
く
り
に
向
き
合
う
職
員
の
姿
を
追
っ
た
。

Special Interview 2

　

和
合
さ
ん
の
詩
は
数
多
く
の
合
唱
曲

に
も
な
っ
た
。
歌
う
こ
と
で
伝
わ
る
も

の
も
あ
る
。
詩
が
、
人
々
の
心
に
浸
透

し
て
い
く
。

本
当
の
復
興
と
は

誇
り
を
取
り
戻
す
こ
と

　

被
災
地
は
復
興
へ
と
歩
を
進
め
て
い

る
。
だ
が
、
道
の
り
は
ま
だ
長
い
。

「
外
の
人
は〝
震
災
か
ら
１
年
以
上
が

過
ぎ
、
明
る
い
笑
顔
も
戻
っ
て
よ
か
っ

た
〟と
話
を
ま
と
め
が
ち
。
で
も
三
陸

の
壊
滅
し
た
港
町
に
人
は
帰
っ
て
こ
な

い
し
、
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
」

　

だ
か
ら
、
被
災
地
か
ら
の
発
信
が
必

要
な
の
だ
と
和
合
さ
ん
は
考
え
る
。

「
支
援
の
手
は
、
あ
る
時
パ
タ
リ
と
途

絶
え
る
も
の
。
多
く
の
支
援
を
受
け
て

学
ん
だ
こ
と
を
我
々
の
文
化
と
し
て
築

き
上
げ
、
橋
を
か
け
て
伝
え
な
け
れ
ば
。

そ
の
営
み
を
通
し
て
こ
そ
、
復
興
と
は

何
か
、
ま
ち
づ
く
り
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
が
見
え
て
く
る
。
私
は
、
詩
人
と

し
て
言
葉
の
橋
を
か
け
て
い
き
ま
す
」

　

被
災
者
か
ら
の
声
は
、
時
と
し
て
実

に
小
さ
い
。
話
し
て
く
だ
さ
い
と
言
う

だ
け
で
は
、
口
を
開
く
人
は
少
な
い
。

「
だ
か
ら
行
政
に
は
も
っ
と
耳
を
傾
け

る
こ
と
を
し
て
ほ
し
い
。
マ
ス
コ
ミ
に

乗
ら
な
い
多
数
の
思
い
を
、
て
い
ね
い

に
耳
を
傾
け
て
五
感
で
知
っ
て
も
ら
い

た
い
で
す
ね
」

　

最
終
的
に
福
島
の
人
々
が
取
り
戻
す

べ
き
は〝
土
と
緑
〟だ
と
言
う
和
合
さ
ん
。

草
む
し
り
も
で
き
な
い
。
手
に
つ
い
た

土
は
す
ぐ
に
洗
う
。
子
供
た
ち
は
そ
の

現
実
の
中
で
生
き
て
い
る
。

「
福
島
の
美
し
い
土
と
緑
を
取
り
戻
し

た
時
、
住
む
人
の
誇
り
も
戻
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
が
、
本
当
の
復
興
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

和
合
さ
ん
が
今
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
発

表
し
続
け
る
詩
は
、
多
く
の
支
持
を
集

め
る
。
被
災
地
か
ら
の
思
い
は
、
世
界

に
届
い
て
い
く
。

　

最
後
に
震
災
１
年
後
の
今
年
３
月
刊

行
さ
れ
た
『
ふ
た
た
び
の
春
に
』（
祥

伝
社
刊
）
か
ら
。

被災地の今の現実を
伝え続ける言葉の橋を
かけ続けていきたい。

『
握
手
』

握
手
を
し
よ
う

あ
の
日
か
ら

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

少
し
も
変
わ
ら
な
い
こ
と

そ
の
両
方
を

お
互
い
の
手
に
こ
め
て

固
く

確
か
め
合
お
う

僕
ら
の

故
郷
の
し
る
し
を

　

雲
が
浮
か
び

　

木
々
が
芽
吹
き

　

川
が
流
れ

　

鳥
が
さ
え
ず
り

　

山
は
ゆ
る
が
な
い

　

や
が
て

　

花
が
咲
く

あ
な
た
の
手
は

わ
た
し
の
手
を
握
る

だ
か
ら

あ
な
た
の
手
を
握
ろ
う

あ
な
た
の
手
を
握
り
返
そ
う

特
集 東

北
に
響
く
、

復
興
の
槌
音

岩手県陸前高田市
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岩手県

宮城県

仙台市

福島市

福島県

盛岡市

宮古市
H23.4.21　職員派遣（2名）
H24.4.1　 現地組織設置（4名）
H24.4.11　協力協定締結

▶復興市街地整備２地区始動

山田町
H23.4.13　職員派遣（2名）
H24.3.2　 協力協定締結
H24.4.1　 現地組織設置（4名）

▶復興市街地整備事業2地区始動

女川町
H23.7.22　職員派遣（2名）
H24.3.1　 パートナーシップ協定締結
H24.4.1　 現地組織設置（7名）
H24.5.11  基本協定締結

▶災害公営住宅事業1地区200戸始動

南三陸町
H23.7.22　職員派遣（2名）
H24.4.1　 現地組織設置（3名）
H24.5.11　基本協定締結

▶災害公営住宅事業2地区80戸始動

石巻市
H24.1.24　職員派遣（1名）※現在3名
H24.3.10　基本協定締結

塩竈市
H24.2.1　基本協定締結

▶災害公営住宅事業2地区80戸始動

多賀城市
H24.3.30　基本協定締結

▶災害公営住宅事業1地区150戸始動

新地町
H23.11.7　職員派遣（2名）
H24.2.29　基本協定締結

▶災害公営住宅事業1地区30戸始動

大槌町
H23.4.28　職員派遣（2名）
H24.4.11　基本協定締結

▶災害公営住宅事業2地区100戸始動

大船渡市
H23.4.13　職員派遣（2名）※現在１名
H24.3.28　覚書交換

陸前高田市
H23.4.28　職員派遣（2名）
H24.3.2　 協力協定締結
H24.4.1　 現地組織設置（5名）

▶復興市街地整備２地区始動

東松島市
H23.7.25　職員派遣（1名）
H24.3.29　協力協定締結
H24.4.1　 現地組織設置（5名）

▶復興市街地整備２地区始動

釜石市
H23.4.28　職員派遣（2名）
H24.3.23　協力協定締結
H24.4.1　 現地組織設置（5名）

▶復興市街地整備1地区始動
▶災害公営住宅事業1地区15戸始動

応急仮設住宅
建設支援要員

野田村
　H23.4.21
職員派遣（2名）
※現在1名

気仙沼市
　H23.7.22
職員派遣（2名）

名取市
　H23.7.11
職員派遣（2名）

福島県

いわき市

復興まちづくり
支援要員

　H24.4.1
職員派遣（2名）

　H24.4.1
職員派遣（1名）

岩手震災復興支援局 54名

宮城・福島震災復興支援局 68名

復興まちづくり支援要員の推移 復興まちづくりの歩みと現状

復興まちづくりの
本格化に伴い体制強化

平成24年
4月

平成24年
3月

平成23年
11月

平成23年
4月

平成23年
7月

172名

74名

59名

37名

15名（最大）

17名

10名1名10名 1名

30名（最大）

宮城県下への派遣開始
仙台市、盛岡市に事務所を設置し、バックアップ体制を整備
宮城県下への派遣開始
仙台市、盛岡市に事務所を設置し、バックアップ体制を整備

福島県下の派遣開始

岩手県下への派遣開始

※H23.3.15～H23.8.13
　延べ181名派遣

震
災
直
後
の
応
急
仮
設
住
宅
建
設
支
援
な
ど
復
旧
活
動
に
加
え
、

昨
年
４
月
か
ら
は
復
興
計
画
策
定
を
支
援
す
る
た
め
、被
災
市
町
村
に
職
員
を
派
遣
し
て
き
ま
し
た
。

現
在
、13
の
市
町
と
覚
書
や
協
定
を
締
結
し
、復
興
ま
ち
づ
く
り
が
本
格
ス
タ
ー
ト
。

現
地
組
織
を
強
化
し
、約
１
７
０
名
体
制
で
全
力
を
挙
げ
て
早
期
事
業
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

（平成24年6月1日時点） 現地調査の様子（女川町）事業着手式（山田町）

応急仮設住宅中間検査

特集 東北に響く、復興の槌音

URの
復興支援

Ｕ
Ｒ
が
取
り
組
む
復
興
支
援
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そ
う
語
る
の
は
、
女
川
町
で
昨
年
7

月
か
ら
復
興
支
援
に
携
わ
る
久
坂
斗
了

だ
。

　

こ
れ
ま
で
久
坂
は
関
西
で
、
都
市
再

生
事
業
の
計
画
を
行
っ
て
き
た
。
95 

年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
は
、

出
向
先
の
豊
中
市
で
復
興
事
業
に
携

わ
っ
た
経
験
も
あ
る
。

「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
は
、
道
路

な
ど
街
の
骨
格
は
残
さ
れ
て
い
た
の
で
、

再
建
の
た
め
に
必
要
な
ス
キ
ー
ム
が

は
っ
き
り
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
都

市
災
害
だ
っ
た
の
で
ブ
レ
ー
ン
も
大
勢

い
ま
し
た
。
し
か
し
今
回
は
、
被
災
地

の
多
く
が
漁
村
集
落
。
都
市
か
ら
も
離

れ
て
お
り
、
識
者
・
技
術
者
が
少
な
い

こ
と
も
大
き
な
課
題
で
し
た
」

　

震
災
後
、
そ
れ
に
気
付
い
た
久
坂
は
、

「
自
分
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
、
東
北

の
皆
さ
ん
の
役
に
立
つ
の
な
ら
、
こ
れ

も
運
命
」と
、被
災
地
に
向
か
っ
た
。「
人

が
好
き
な
の
で
」
と
笑
う
久
坂
は
新
た

な
目
標
を
見
据
え
た
。

伝
統
や
文
化
を

受
け
継
ぐ
住
ま
い
を

　

久
坂
は
、
町
民
課
で
災
害
公
営
住
宅

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
着
任
当

初
は
、
人
脈
も
土
地
勘
も
な
か
っ
た
た

め
、
思
う
よ
う
に
仕
事
が
進
ま
な
い
。

関
西
時
代
、
た
っ
ぷ
り
と
経
験
を
積
ん

で
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
根
こ
そ
ぎ
骨

格
が
奪
わ
れ
た
女
川
で
は
、
ま
っ
た
く

ケ
ー
ス
が
違
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
久
坂

は
、
復
興
の
手
が
か
り
と
な
る
情
報
収

集
を
独
自
に
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
ん
な
中
で
知
っ
た
の
が
、
町
の
東

の
半
島
に
あ
る
竹た

け
の

浦う
ら

地
区
。
山
の
斜
面

が
海
に
迫
り
、
わ
ず
か
な
平
地
に
62
戸

の
住
宅
が
あ
っ
た
が
、
残
っ
た
の
は
わ

ず
か
２
戸
。
１
８
７
人
の
住
民
の
う
ち

11
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
エ
リ
ア
だ
。

「
竹
浦
地
区
を
何
度
か
訪
ね
て
い
る
う

ち
に
、
高
台
に
宅
地
を
探
し
て
い
る
と

か
、
住
民
主
導
で
移
転
や
住
宅
に
つ
い

て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
と
知

り
ま
し
た
」

　

興
味
を
持
っ
て
、
竹
浦
の
住
民
と
会

話
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
久
坂
が
こ
れ

ま
で
ず
っ
と
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
っ
て

き
た
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
り
、

次
第
に
人
々
も
心
を
開
い
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

竹
浦
の
港
で
は
、
地
元
の
漁
師
が
通

り
か
か
り
、
に
こ
や
か
に
久
坂
と
挨
拶

を
交
わ
す
。
そ
の
う
ち
、
仲
間
た
ち
も

自
然
と
集
ま
っ
て
き
て
、
賑
や
か
な
井

戸
端
会
議
が
始
ま
っ
た
。

「
役
場
の
肩
書
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

逆
に
自
由
に
入
り
込
ん
で
意
見
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
対
話
を
通
じ
て
、
地
元
の
祭
り
、

行
事
な
ど
も
教
え
て
も
ら
っ
た
り
。
そ

れ
が
、
住
宅
や
ま
ち
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
」

　

女
川
町
に
は
行
政
区
ご
と
に
神
社
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
獅
子
振
り
が
代
々

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
竹
浦
の
伝
統
的

な
民
家
は
、
縁
側
が
広
く
、
天
井
が
高

い
。
正
月
に
獅
子
振
り
が
舞
い
や
す
い

よ
う
に
だ
。
屋
根
は
瓦
で
は
な
く
、
修

復
中
の
東
京
駅
の
屋
根
に
も
使
わ
れ
て

い
る
石
巻
市
雄お

勝が
つ

の
天
然
ス
レ
ー
ト
。

こ
れ
は
雄
勝
名
産
の
硯す
ず
り

の
材
料
で
も
あ

る
玄
昌
石
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

「
竹
浦
地
区
の
災
害
公
営
住
宅
で
は
、

雄
勝
ス
レ
ー
ト
を
使
い
た
い
と
考
え
て

ま
ち
づ
く
り
の

新
た
な
目
標

「
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
そ
の
土

地
の
人
々
が
ど
ん
な
住
ま
い
方
を
し
て

き
た
の
か
、
そ
の
文
化
・
風
習
な
ど
を

知
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
」

町
の
中
心
部
と
離
半
島
部
の
漁
村
で

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
宮
城
県

女
川
町
。漁
村
の
住
民
と
も
交
流
を

重
ね
な
が
ら
復
興
を
目
指
す
職
員

を
訪
ね
た
。

かつての女川町中心部には、ビルの残骸が残る場所も
竹浦地区の海岸で、
地元漁師と談笑する久坂

特集 東北に響く、復興の槌音

地
域
に
寄
り
添
っ
た
、

真
の
復
興
支
援
を

仙台駅

石巻港

宮 城 県

石 巻 湾

女川町
松島

塩竈 金華山

牡鹿半島

古川駅

東
北
新
幹
線

海のほど近くにあるプレハブの「番屋」「番屋」で地元の方の住宅の構想に耳を傾ける久坂

女川
宮城県

Onagaw 女川
宮城県

Onagawa
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特集 東北に響く、復興の槌音女川
宮城県

Onagaw

い
る
ん
で
す
よ
。
文
化
を
残
し
な
が

ら
、
少
し
で
も
住
み
や
す
い
環
境
を
提

供
し
た
い
、
ず
っ
と
そ
う
考
え
て
い
ま

す
。
ス
レ
ー
ト
を
使
え
ば
、
雄
勝
の
産

業
の
再
生
に
も
役
立
て
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」

地
元
の
人
々
と
識
者
を

つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
に

　

久
坂
は
女
川
町
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、

周
辺
の
石
巻
市
雄
勝
や
牡お

鹿し
か

半
島
で
の

復
興
の
動
き
も
見
て
い
る
。
牡
鹿
半
島

は
「
ア
ー
キ
エ
イ
ド
」
と
い
う
建
築
家

に
よ
る
復
興
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
拠

点
と
も
な
っ
て
お
り
、
昨
年
夏
に
は
学

生
１
０
０
人
を
集
め
た
サ
マ
ー
キ
ャ
ン

プ
も
。
大
学
教
授
な
ど
の
勉
強
会
も
開

催
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
久
坂
も
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
築
こ
う
と
参
加
し
て
い
る
。

「
ま
ち
づ
く
り
は
き
っ
か
け
が
大
切
。

地
元
の
方
々
、
市
町
村
の
職
員
、
そ
し

て
大
学
教
授
な
ど
の
識
者
を
連
携
さ
せ

て
い
く
、
い
い
パ
イ
プ
役
に
な
れ
れ
ば

と
思
う
ん
で
す
」

　

久
坂
は
こ
の
4
月
で
定
年
を
迎
え
た

が
、
引
き
続
き
女
川
町
に
残
り
た
い
と

申
し
出
た
。
知
り
合
っ
た
地
元
の
人
々

と
協
調
し
な
が
ら
、
復
興
を
目
指
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
だ
。

「
地
元
に
寄
り
添
っ
て
生
の
意
見
を
聞

く
。
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、
と
も
す

れ
ば
忘
れ
が
ち
に
な
る
大
切
な
こ
と
を
、

女
川
町
に
来
て
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で

き
た
気
が
し
ま
す
。
若
い
須
田
町
長
を

筆
頭
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

３
月
１
日
に
「
女
川
町
復
興
ま
ち
づ

く
り
推
進
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」

が
調
印
さ
れ
、
Ｕ
Ｒ
が
包
括
的
に
責
任

を
持
っ
て
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
体
制
が
築

か
れ
た
。
4
月
か
ら
は
7
人
に
増
員
し
、

復
興
を
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
。「
笑

顔
あ
ふ
れ
る
女
川
町
」
―
―
復
興
計
画

に
掲
げ
ら
れ
た
目
標
に
向
か
っ
て
、
全

力
を
注
い
で
い
く
。

須田町長とかっちりスクラムを組む久坂と同僚の鐙（あぶみ・左）

ウニ、アワビ、カキなどの養殖も盛んだった美しい女川湾

屋根・壁にも雄勝スレートが配された雄勝石ギャラリー。この建物も被災し、現在では
土台が残るのみ

　佐々木写真館3代目、鈴木麻弓さんが父の代役として
女川の人々 を撮影し始めたのは震災後の4月。母校である
小学校の入学式からだった。人生の新しい1ページを記念
に残してあげたいと女川へ。その日の子供たちは希望に輝
いていた。
　鈴木さんは女川町で2代続いた写真館の生まれ。モノ
クロのポートレート写真が自慢の父の元で育ち、自分もい
つしかフリーカメラマンに。故郷を離れ、神奈川県逗子市
を拠点に活動していた。そんな中、起こった東日本大震災。
写真館は流され、両親は行方不明に。
「店は継がなくていいから、技術だけは継いでくれ」。かつ
て父から言われた言葉を思い起こし、父の遺志を受け継ぐ
べく、3代目を名乗る決意をしたのである。以来、逗子と行
き来しながら、女川の人 を々ライフワークとして撮り続けて
いる。
　そんな女川の人々や町の風景を文と共に紹介した写文
集『女川 佐々木写真館』が3月に出版された。
「この本は町内の新聞販売店にも置いてもらいました。地
元の人が買ってくれれば店の収入にもなります。こうして地
域の経済を回していくことが大切だと思うんです。記念撮
影の依頼も、地元の人たちが払える金額で仕事として引き
受けます。20年後の町のあり方を考えるなら、地元の人の
気持ちになって、本当に役立つ支援が必要だと思います」
　現在は工事関係者やマスコミも大勢女川に来ている。

けれども新しい町が完成し
た後はどうなるのか―。
「私たちの世代が考えなけ
ればいけないこと。今、女川
の30代・40代は本当に頑
張っています。地域の中だ
けでは経済は成り立たない。
港のそばで寿司屋を開いた
友人もいるし、安心して買っ
てもらうため漁港に揚がる
魚の放射線量を測定してい
るカマボコ屋もあります」
　写文集に登場する人々 の表情は驚くほど明るい。
「女川の人は責任感が強くて世話焼き。いつも太平洋を
相手にしているせいか、カラッとして前向きなんです」
　だからこそ、遠慮は抜きに、観光目的でどんどん訪ねて
ほしいと鈴木さんはいう。
「魚はおいしいし、根元から倒れたビルもぜひ見てほしい。
丘に立てば、こんなところまで津波が来たのかと実感でき
ます。被災時の話をしてくれる人もいますよ」
　今、故郷を撮影に訪れるのは月に数回。次の時代へ向
かって一歩ずつ立ち上がっていく女川の姿は、将来を担う
子供たちにとって貴重な記憶となるに違いない。

女川の記憶を次世代に残したい
女川出身カメラマン　鈴木麻弓さん

Mayumi Suzuki
1977年生まれ。カメラマン。震
災後の女川を撮影し、昨年５月、
ニューヨークでも個展を開催。
www.monchicamera.com

©Mayumi Suzuki ©Mayumi Suzuki
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Close Up

漁港近くの水産加工場。
現在はガレキ置き場になっている

海岸近くにあった八百屋を
青空市として再開した岡さん夫婦

写文集『女川 佐々木写真館』
(一葉社)
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特集 東北に響く、復興の槌音女川
宮城県

Onagaw

楽
し
み
を
創
造
で
き
る
空
間
づ
く
り
〟

こ
そ
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

　

復
興
ま
ち
づ
く
り
も
一
歩
を
踏
み
出

し
た
。
肉
体
づ
く
り
も
ま
ち
づ
く
り
も

基
礎
が
大
切
。
土
地
の
基
盤
整
備
は
最

優
先
。
同
時
に
住
ま
い
の
早
期
確
保
も

最
重
要
課
題
だ
。
災
害
公
営
住
宅
は
町

内
だ
け
で
５
５
０
か
ら
６
０
０
戸
が
必

要
と
な
る
が
、
早
期
に
着
手
す
る
先
行

復
興
エ
リ
ア
の
約
２
０
０
戸
は
Ｕ
Ｒ
都

市
機
構
が
担
当
す
る
。 

職
員
の
心
を
折
ら
せ
ず 

ベ
ス
ト
ア
ン
サ
ー
を

　

復
興
を
実
現
す
る
た
め
に
、
須
田
町

長
が
日
々
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
職

員
の
士
気
を
保
つ
こ
と
。 

「
千
年
に
一
度
の
災
害
と
い
う
な
ら
、

千
年
に
一
度
の
ま
ち
づ
く
り
な
の
で
す
。

家
族
や
友
人
、
家
を
失
っ
て
傷
つ
い
て

い
て
も
、
行
政
の
プ
ロ
と
し
て
復
興
に

携
わ
れ
る
誇
り
と
喜
び
を
感
じ
て
ほ
し

い
。
今
回
の
復
興
は
震
災
か
ら
の
復
興

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
こ
れ
ま
で
の
課

題
も
含
め
た
復
興
で
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
我
が
町
女
川
で
、
そ
の
ベ
ス
ト
ア

ン
サ
ー
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
」 

　

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
須
田
町
長
。

「
一
日
も
早
く
復
興
を
目
に
見
え
る
形

に
し
て
い
き
た
い
」
と
熱
く
語
っ
て
く

れ
た
。 

将
来
を
担
う
子
供
た
ち
へ 

背
中
で
示
し
た
い   

「
復
興
に
向
か
う
私
た
ち
の
背
中
を
子

供
た
ち
に
見
せ
て
い
き
た
い
ん
で
す
。

将
来
は
、
彼
ら
が
こ
の
社
会
を
背
負
っ

て
い
く
の
で
す
か
ら
」
―
―
そ
ん
な
決

心
を
胸
に
、
町
の
未
来
を
見
据
え
、
復

興
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
女
川
町
長
の

須
田
善
明
さ
ん
。

　

フ
レ
ッ
シ
ュ
で
若
々
し
い
笑
顔
。
長

身
で
が
っ
し
り
し
た
体
躯
か
ら
頼
も
し

さ
を
感
じ
さ
せ
る
、
40
歳
を
迎
え
た
ば

か
り
の
若
き
リ
ー
ダ
ー
だ
。

　

震
災
翌
日
の
夜
明
け
前
、
変
わ
り
果

て
た
町
の
姿
を
前
に
、「
悲
し
い
と
か

辛
い
と
か
、
そ
ん
な
あ
ら
ゆ
る
感
情
を

超
越
し
て
い
た
」。
当
時
、
現
職
の
宮

城
県
議
選
前
。
評
価
は
ど
う
で
も
い
い
。

そ
れ
よ
り
も
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
を
ど

う
に
か
し
た
い
と
必
死
に
動
い
た
。

「
安
住
前
町
長
は
全
国
に
誇
れ
る
町
長

で
し
た
。
そ
れ
で
も
私
が
立
候
補
し
た

の
は
な
ぜ
か
―
。
私
た
ち
は
20
年
後
も

こ
こ
で
生
き
て
い
く
。
将
来
に
ど
ん
な

町
を
残
せ
る
か
、
そ
の
復
興
の
一
歩
目

か
ら
、
批
判
も
責
め
も
将
来
背
負
え
る

人
間
が
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
た
の
で
す
」 

一
歩
ず
つ
歩
み
出
し
た 

復
興
ま
ち
づ
く
り

　

須
田
町
長
の
描
く
町
の
将
来
像
は
、

「
住
み
や
す
く
」「
訪
れ
や
す
く
」、
そ

の
結
果
「
住
み
た
く
な
る
」
町
。
高
台

移
転
に
し
て
も
、
都
市
機
能
が
集
約
さ

れ
た
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
を
目
指
す
。 

「
町
の
中
心
か
ら
１
・
５
km
以
内
に
市

街
地
形
成
が
収
ま
り
ま
す
。
町
の
老
若

男
女
、
観
光
な
ど
で
町
外
か
ら
訪
れ
た

方
々
す
べ
て
の
動
線
が 

一
体
と
な
る

形
を
目
指
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
美
し

い
女
川
の
景
観
は
私
た
ち
の
財
産
。
そ

れ
を
た
だ
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

訪
れ
た
人
が
景
観
を
前
に
、〝
自
分
で

景観という財産を生かしつつ、“コンパクトシティ”を目指す （画像はイメージ）

町長が語る「女川の未来」

須田善明　すだ よしあき

1972年女川町出身。父は元町長の故善二郎氏。明治大学卒業後、広告会社勤務を経て宮城県
議。2011年11月から現職。震災で家を失い、家族4人と仮設住宅住まい。趣味はロック鑑賞でド
リームシアターに心酔。バンド活動も行いベースを担当。

ＵＲ都市機構は、女川町と「復興まちづくりの推進のための
パートナーシップ協定」を締結し、離半島部を含む
女川町全体の復興に向けて、総合的にサポートしていく。

「全国一早い復興を」と誓う若きリーダーに、
これからのまちづくりについて伺った。

誇りと喜びとともに
千年に一度のまちづくりを
女川町長　須田善明さん

　昨年7月にオープンした「おながわコンテナ村商店街」が
話題を呼んでいる。震災後、町にはコンビニエンスストアと
小さな商店しか開店していなかった。そんな中、女川町商工
会青年部が中心となりコンテナで商店街を開設した。現
在では８店舗が営業中だ。
　組み立て式のコンテナハウスは、NPO法人「難民を助け
る会」から提供され、幅6ｍ、奥行き2ｍほど。果物店、乾物
店、洋服店、花屋などが軒を連ね、敷地の中央は椅子、テー
ブルが置かれたコミュニティスペース。地元の人 は々もちろ
ん、女川を訪れたボランティアや作業員の方 な々ども多数
訪れる賑やかな交流の場になっている。

「仮設住宅に入っていても商店がなくて困っている人もいま
す。売り上げは震災前の1/3程度ですが、コンテナ村のよう
な場は必要ですよ」と語るのは、村長を務める果物店の相
原義勝さん。震災前まで、「相喜会」という20年以上続く
女川伝統芸能の獅子舞保存会で会長を務めていたが、津
波で衣装や道具もすべて流出。19人いたメンバーのうち4
名が亡くなった。それだけに、人の心をつなぐ場として、この
コンテナ村にかける思いは強い。
 「これからは、外から来る人も楽しめるよう、イベントもやっ
ていきたい」という相原さん。賑わいの復興に向けて、着実
に歩みを進めている。

活気を伝える新たな拠点に
おながわコンテナ村商店街

Close Up

「前進あるのみです」と、花屋さんの鈴木さん。「今までより結びつきが深くなりました」と“がんばる
女川”Ｔシャツを手にした洋服店の高橋さんと、隣に
店を構える乾物店の青木さん

「私も今年で65歳。あと5年がんばって、若い人た
ちにバトンタッチしていきたいね」と村長の相原義
勝さん

● おながわコンテナ村商店街
宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切5
営業：AM9:00～18:00
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こ
れ
ま
で
の
キ
ャ
リ
ア
は

復
興
の
た
め
に

「
故
郷
の
た
め
に
何
か
し
た
い
。
そ
の

一
心
で
し
た
」

　

盛
岡
出
身
の
小
田
島
永
和
は
、
東
京

都
心
部
の
区
画
整
理
事
業
を
担
当
し
て

い
た
が
、
故
郷
へ
の
強
い
思
い
か
ら
被

災
地
へ
の
派
遣
を
希
望
し
た
。

　

大
学
で
は
建
築
・
都
市
計
画
を
専
攻
。

入
社
し
て
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
や
既
成

市
街
地
の
区
画
整
理
事
業
に
携
わ
り
、

災
害
復
旧
や
不
動
産
取
引
の
ノ
ウ
ハ
ウ

も
得
た
。
小
田
島
は
自
分
に
で
き
る
こ

と
は
何
か
と
考
え
た
と
き
に
、
こ
れ
ら

す
べ
て
が
震
災
復
興
に
役
立
つ
こ
と
に

気
付
い
た
。

「
こ
れ
ま
で
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
に
10

年
、
都
市
再
生
に
10
年
、
そ
し
て
こ
の

先
10
年
は
復
興
の
た
め
に
。
自
分
の

キ
ャ
リ
ア
は
復
興
の
た
め
に
あ
っ
た
の

か
と
さ
え
思
い
ま
し
た
」

　

盛
岡
が
地
元
だ
け
に
岩
手
県
庁
に
知

り
合
い
も
多
い
。
陸
前
高
田
に
は
高
校

時
代
に
部
活
動
の
合
宿
で
訪
れ
た
こ
と

も
あ
り
土
地
勘
も
あ
る
。
そ
し
て
方
言

も
わ
か
る
。
小
田
島
を
取
り
巻
く
す
べ

て
が
復
興
に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
考
え
た
。

　

小
田
島
の
妻
は
釜
石
出
身
。
震
災
の

2
週
間
後
に
は
リ
ュ
ッ
ク
を
担
ぎ
、
単

身
で
支
援
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
そ
ん

な
妻
の
行
動
力
に
も
大
き
な
刺
激
を
受

け
、「
故
郷
の
た
め
に
」
と
決
意
を
固

め
た
。

いまだ、がれきが残る被災地

一
歩
ず
つ
だ
が

一
日
も
早
い
復
興
を

「
復
興
計
画
の
策
定
支
援
」
を
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
、
陸
前
高
田
に
着
い
た
の
は

昨
年
４
月
28
日
。
当
初
は
と
に
か
く
人

手
が
足
り
な
い
状
況
で
、
頼
ま
れ
る
こ

と
は
す
べ
て
手
伝
っ
た
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　

復
興
を
実
現
す
る
に
は
、
ど
う
い
う

事
業
手
法
が
ベ
ス
ト
か
、
法
令
上
の
規

制
を
ど
う
ク
リ
ア
す
る
の
か
、
網
羅
的

な
復
興
計
画
か
ら
現
実
を
見
な
が
ら
実

施
可
能
な
事
業
計
画
に
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
。
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど

多
く
の
課
題
、
し
か
も
机
上
で
は
解
け

な
い
課
題
を
、
関
係
機
関
と
根
気
よ
く

交
渉
を
重
ね
な
が
ら
、
ひ
と
つ
ず
つ
解

決
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　

国
道
一
本
を
計
画
す
る
だ
け
で

も
、
国
や
県
、
警
察
と

の
細
か
な
協
議
が
不

可
欠
だ
。
ま
た
、
あ

る
地
区
の
計
画
で
は
、

１
０
０
０
万
㎥
の
土

を
山
か
ら
削
っ
て
防

潮
堤
や
盛
土
に
使
う
と
い
う
話
も
出
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
上
の
数
字

で
は
年
間
１
０
０
万
㎥
が
限
界
。
こ
れ

だ
と
10
年
か
か
る
計
算
だ
。

「
仮
設
住
宅
に
入
っ
て
い
る
方
に
10
年

待
て
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
現
実
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
い
か
に
早
く
事
業
が
進
め

ら
れ
る
か
、
常
に
考
え
て
い
ま
す
」

　

3
月
2
日
に
は
、
市
と
Ｕ
Ｒ
の
間
で

復
興
事
業
の
推
進
に
関
す
る
協
力
協
定

が
結
ば
れ
、
責
任
あ
る
立
場
で
の
発
言

が
可
能
に
な
っ
た
。
復
興
事
業
の
中
心

と
な
る
、
高
田
地
区
と
今
泉
地
区
で
は
、

測
量
や
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
も
始
ま
っ
た
。

　

い
ま
、
小
田
島
を
支
え
て
い
る
の
が
、

故
郷
の
1
日
も
早
い
復
興
へ
の
願
い
だ
。

「
早
く
元
の
暮
ら
し
を
取
り
戻
し
て
ほ

し
い
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

市
役
所
の
皆
さ
ん
は
自
身
も
被
災
さ
れ

て
い
る
の
に
、
私
た
ち
を
引
っ
張
っ
て

く
れ
て
、
逆
に
励
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。

陸
前
高
田
の
皆
さ
ん
と
は
強
い
縁
を
感

じ
て
い
ま
す
。
こ
の
気
持
ち
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
一
緒
に
頑
張

り
た
い
と
思
い
ま
す
」

　

4
月
か
ら
は
5
名
体
制
と
な
っ
て
、

こ
れ
か
ら
が
新
た
な
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
。

陸
前
高
田
の
シ
ン
ボ
ル
「
奇
跡
の
一
本

松
」
さ
な
が
ら
に
、
力
強
く
復
興
支
援

を
推
し
進
め
る
。

陸前高田市役所

復興のシンボル、高田松原の「奇跡の一本松」

す
べ
て
は
故
郷
の
た
め
に
、

そ
の
一
心
で

古川駅

くりこま高原駅

一ノ関駅

水沢江刺駅

北上駅

新花巻駅

盛岡駅

宮 城 県

岩 手 県

釜石北上

平泉

栗原

大船渡

東
北
新
幹
線

陸前高田

陸
田高岩手県rikuzentakata

前

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
陸
前
高
田
市
で
も

2
地
区
で
具
体
的
な
復
興
ま
ち
づ
く
り
が
動
き
出
し
た
。

強
い
使
命
感
で
復
興
に
向
き
合
う
、そ
の
姿
に
迫
っ
た
。

小田島永和　おだしま ひさかず （右）

小林 章　こばやし あきら （左）

ともに、2011年4月から陸前高田市の復
興計画策定支援を担当。

陸
田高岩手県rikuzentakata

前 特集 東北に響く、復興の槌音
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わ
き
上
が
る

プ
ロ
の
使
命
感 

「
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ

た
」。
更
地
同
然
の
町
に
初
め
て
足
を

踏
み
込
ん
だ
と
き
、
渡
邊
正
彦
は
あ
ぜ

ん
と
し
て
つ
ぶ
や
い
た
。
テ
レ
ビ
の
報

道
で
見
て
い
た
光
景
と
は
は
る
か
に
異

な
る
現
実
が
広
が
っ
て
い
た
。
同
時
に
、

〝
ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
〟と
し
て
の
熱
い

思
い
が
わ
き
上
が
っ
た
。 

「
震
災
後
の
４
月
か
ら
、
Ｕ
Ｒ
の
ス

タ
ッ
フ
が
、
岩
手
県
の
沿
岸
市
町
村
に

派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま

し
た
。
自
分
も
何
か
で
き
る
は
ず
だ
、

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が

多
く
の
犠
牲
を
出
し
た
岩
手
県
大
槌
町
で
も

町
内
2
地
区（
約
１
０
０
戸
）で

災
害
公
営
住
宅
の
建
設
事
業
が
始
動
し
た
。

奮
闘
す
る
２
人
を
訪
ね
た
。 

募
っ
て
き
た
の
で
す
」 

　

渡
邊
は
こ
れ
ま
で
担
当
し
た
事
業
で

も
、
関
係
者
と
ひ
ざ
詰
め
で
交
渉
す
る

経
験
を
数
多
く
積
ん
で
き
た
。
い
わ
ば

第
一
線
の
現
場
の
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時
に
は
、
建

物
の
応
急
危
険
度
判
定
を
行
っ
た
経
験

も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
よ
り
、
さ

ら
に
強
い
思
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
。 

　

関
西
勤
務
だ
っ
た
北
村
孝
一
に
も
、

支
援
に
参
加
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が

寄
せ
ら
れ
た
。「
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き

た
経
験
が
役
に
立
つ
な
ら
」
と
決
心
し

た
。

　

北
村
も
ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
支
援
を
経
験
し
て
い
る
。
関
西
を
中

心
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
を
手
が
け
て

き
た
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

槌
音
が
響
き

こ
れ
か
ら
が
本
番

　

昨
年
7
月
に
赴
任
し
た
２
人
は
、
ま

ず
、
浸
水
し
た
地
域
を
歩
き
回
り
、
地

図
に
色
分
け
し
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
水

が
上
が
っ
て
き
た
か
を
確
認
し
た
。
地

味
で
時
間
が
か
か
る
仕
事
だ
が
、
復
興

に
は
欠
か
せ
な
い
重
要
な
資
料
と
な
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
追
わ
れ
る
中
、
自

分
た
ち
で
気
に
な
る
場
所
が
あ
れ
ば
足

を
向
け
、
い
つ
で
も
助
言
で
き
る
よ
う

に
日
頃
か
ら
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
せ

た
。「
ど
ん
な
疑
問
や
質
問
に
も
対
応

で
き
る
臨
機
応
変
さ
こ
そ
が
、
プ
ロ
の

仕
事
」
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
。 

　

現
在
、
大
槌
町
の
仮
庁
舎
に
は
、
全

国
か
ら
の
支
援
ス
タ
ッ
フ
が
集
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
数
も
数
十
名
を
超
え
る
。

４
月
11
日
に
は
Ｕ
Ｒ
に
よ
る
災
害
公
営

住
宅
建
設
事
業
も
始
動
し
た
。 

「
現
在
、
地
元
の
意
思
確
認
を
行
う
段

階
に
入
っ
て
い
ま
す
。
よ
う
や
く
復
興

へ
向
け
て
の
具
体
的
な
一
歩
を
踏
み
出

し
ま
し
た
」

　

被
害
の
大
き
か
っ
た
赤
浜
、
町
方
、

吉
里
吉
里
な
ど
海
岸
線
エ
リ
ア
の
地
権

者
と
の
交
渉
が
ス
タ
ー
ト
。
役
場
ス

タ
ッ
フ
を
中
心
と
し
た
根
気
強
い
話
し

合
い
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ボ
ー
リ
ン
グ
、
測
量
調
査
な
ど
、
現
場

で
の
槌
音
も
響
き
始
め
た
。
こ
れ
か
ら

が
本
番
だ
。

「〝
ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
〟と
し
て
、
第

一
線
で
思
い
き
り
力
を
発
揮
し
た
い
」。

渡
邊
は
そ
う
胸
を
張
っ
た
。

震災から一年。献花台が備え付けられた旧大槌町役場

● おらが大槌 復興食堂
岩手県上閉伊郡大槌町上町6-3
TEL.0193-55-5120
営業時間／ 11:00～15:00（昼）、17:00～21:00（夜）
定休日／月曜
http://oragaotsuchi.web.fc2.com/

渡邊正彦　わたなべ まさひこ （右）

北村孝一　きらむら こういち （左）

ともに、2011年7月から大槌町の復興
計画策定支援を担当。

東
北
新
幹
線

一ノ関駅

水沢江刺駅

北上駅

新花巻駅

盛岡駅

宮 城 県

岩 手 県
釜石

大船渡

盛岡

陸前高田

大槌町

ま
ち
づ
く
り
の
プ
ロ
と
し
て 

第
一
線
で
支
援
し
た
い 

特集 東北に響く、復興の槌音

「被災して仮設住宅で暮らす方も、ここに来れば誰か
に会える。そんな人と人とのふれあいの場なんです」と
語るのは、「おらが大槌 復興食堂」店長の岩間美和さ
ん。震災後に結成された観光・産業の再建を「目指す
一般社団法人「おらが大槌夢広場」が開設した食堂で、
岩間さんもそのメンバーの一人だ。以前は、水産加工会
社に勤務していたが建物は流失。経験を生かし、食の
面からの再興を目指している。
「復興食堂」の人気メニュー、ご飯の上に鮭の身とイク
ラを乗せた「おらが丼」（800円）もかつての大槌町の
名産をアレンジしたもの。これは地元の料理人と共に

開発した。
　11月のオープンから半年。「目
標は“食と地域”の絆づくり。確実
に前進していますよ」と手応えを語
る。地元の個性を生かし、力を合
わせ復興へ向かう、大槌町の底力
が垣間見えた。

地元の個性を生かし、
「食」から復興を

おらが大槌 復興食堂　岩間美和さん

Close Up

店長の岩間美和さん

大槌
岩手県
otsuchi 大槌

岩手県
otsuchi

21UR PRESS  vol.2922 UR PRESS  vol.29



特集 東北に響く、復興の槌音

ん
植
樹
し
ま
す
。
敷
地
内
の
公
道
は
、

近
隣
の
方
に
と
っ
て
も
駅
へ
の
近
道
。

花
や
緑
、
ベ
ン
チ
も
設
け
て
、
地
域
の

皆
さ
ん
が
自
由
に
憩
え
る
、
賑
わ
い
空

間
に
し
た
い
で
す
ね
」

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら

工
夫
を
引
き
出
す

　

元
々
戸
建
て
の
持
ち
家
に
住
ん
で
い

た
被
災
者
の
多
く
は
、
戸
建
て
に
住
む

こ
と
を
希
望
す
る
。
そ
れ
に
応
え
る
か

た
ち
で
、
伊
保
石
地
区
で
は
39
戸
の
戸

建
住
宅
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
高
台
の

新
興
住
宅
地
の
中
に
あ
る
貸
し
農
園
が

建
設
用
地
と
し
て
提
供
さ
れ
た
。

　

建
設
地
は
既
存
の
住
宅
地
と
幼
稚
園

の
間
に
あ
る
の
で
、
両
者
を
結
ぶ
道
を

作
り
、
誰
も
が
通
り
抜
け
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
。
ま
た
、
公
営
住
宅
エ
リ
ア
に

も
新
し
い
集
会
所
を
建
て
、
地
域
の
既

存
集
会
所
と
と
も
に
、
周
辺
の
人
々
に

も
活
用
し
て
も
ら
う
。

「
エ
リ
ア
内
の
６
ｍ
道
路
は
、
敷
地
と

の
間
に
芝
生
を
植
え
て
公
園
の
よ
う
に

し
ま
す
。
皆
が
立
ち
話
な
ど
で
き
れ
ば
、

子
供
た
ち
の
見
守
り
に
も
な
る
と
考
え

ま
し
た
」

　

公
営
住
宅
は
市
が
管
理
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
集
合
住
宅
に
比
べ
て
戸
建
住

宅
地
を
管
理
す
る
の
は
難
し
い
。
将
来

的
に
市
が
払
い
下
げ
る
こ
と
も
想
定
し
、

住
み
手
に
合
わ
せ
て
改
変
で
き
る
家
が

必
要
と
な
る
。
中
越
地
震
の
際
、
山
古

志
村
で
建
設
さ
れ
た
戸
建
て
の
災
害
公

営
住
宅
の
例
に
学
び
、
吹
き
抜
け
に
床

を
張
っ
た
り
、
増
築
し
た
り
し
て
部
屋

数
を
増
や
せ
る
工
夫
も
取
り
入
れ
た
。

　

塩
竈
市
に
は
、
震
災
後
に
長
野
県
須

坂
市
か
ら
多
く
の
カ
ン
ナ
の
花
が
寄
贈

さ
れ
た
。
そ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め

て
、
カ
ン
ナ
の
道
を
作
る
プ
ラ
ン
も
生

ま
れ
た
。

　

た
だ
住
宅
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、

歴
史
、
経
験
、
思
い
、
希
望
、
た
く
さ

ん
の
も
の
を
計
画
に
詰
め
込
ん
で
、
新

た
な
生
活
の
舞
台
を
築
く
の
だ
。

「
住
ま
い
の
再
建
は
復
興
に
向
け
て
の

第
一
歩
。
１
日
で
も
早
く
入
居
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て

が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
」
と
永
井
。
地
域

の
人
々
の
期
待
の
声
が
、
大
き
な
励
み

だ
。

東
北
新
幹
線

くりこま高原駅

古川駅

仙台駅

宮 城 県

東松島

仙台
多賀城

仙台空港

塩竈

歴
史
に
学
ぶ

住
ま
い
づ
く
り

　

塩
竈
市
の
歴
史
は
深
い
。
切
り
込
ん

だ
入
り
江
の
近
く
に
は
、
奥
州
一
之
宮

と
し
て
東
北
一
帯
の
崇
敬
を
集
め
て
き

た
鹽し

お

竈が
ま

神
社
が
あ
り
、
伊
達
政
宗
ゆ
か

り
の
名
刹
も
残
る
。

「
単
に
住
宅
を
作
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
土
地
の
歴
史
や
文
化
を
守
り
、
地

域
に
溶
け
込
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成

の
手
助
け
を
す
る
こ
と
が
私
た
ち
の
役

割
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
宮
城
県
、
福
島
県

下
の
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
支
援
を
担

当
す
る
永
井
正
毅
。
昨
年
10
月
か
ら
塩

竈
市
と
協
議
を
進
め
、
市
内
数
カ
所
で

計
画
さ
れ
て
い
る
災
害
公
営
住
宅
の
う

ち
、
2
月
に
２
カ
所
の
建
設
要
請
を
受

け
た
。
現
在
は
測
量
や
地
盤
調
査
の
の

ち
、
設
計
段
階
に
進
ん
で
い
る
。

　

西
塩
釜
駅
か
ら
約
５
分
の
場
所
に
あ

る
錦
町
地
区
。
佐
浦
山
と
言
わ
れ
、
鹽

竈
神
社
の
御
神
酒
「
浦
霞
」
で
知
ら
れ

る
佐
浦
酒
造
の
蔵
元
・
佐
浦
家
所
有
地

だ
っ
た
が
、
地
元
の
た
め
に
と
提
供
さ

れ
た
。
駅
か
ら
も
近
く
仙
台
方
面
へ
の

通
勤
に
も
便
利
。
病
院
や
市
役
所
も
近

い
の
で
、
子
育
て
中
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
に

も
安
心
だ
。
３
棟
の
集
合
住
宅
が
計
画

さ
れ
て
い
る
が
、
敷
地
は
不
整
形
で
高

低
差
も
あ
る
。
し
か
も
鉄
道
隣
接
と
い

う
難
し
い
条
件
だ
。

　

佐
浦
山
に
は
佐
浦
家
の
別
荘
が
あ
り
、

戦
前
、
春
に
は
数
十
本
も
の
桜
が
咲
き

誇
っ
た
。
そ
こ
を
地
元
の
人
々
に
も
開

放
し
て
花
見
が
大
々
的
に
行
わ
れ
た
と

い
う
、
地
域
に
開
か
れ
た
場
所
。
鹽
竈

神
社
一
帯
に
咲
く
桜
は
今
も
、
多
く
の

観
光
客
を
集
め
る
。

「
そ
う
し
た
歴
史
に
学
び
、
敷
地
に
は

復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
桜
を
た
く
さ

新
た
な
生
活
の
舞
台
に 

多
く
の
思
い
を
込
め
て

４
５
３
３
戸
が
全
半
壊
し
た
宮
城
県
塩
竈
市
。

一日
も
早
い
災
害
公
営
住
宅
の
建
設
に
向
け
て
、急
ピ
ッ
チ
で

事
業
を
進
め
て
い
る
。現
在
の
状
況
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

塩竈
宮城県

Shiogama

永井正毅　ながい まさたけ

宮城県、福島県下の災害公営住宅の建設
支援の責任者。

明治時代、佐浦山の花見風景。踊りなどのアトラクションもあった
（写真提供：佐浦弘一氏） 春には桜が咲き誇る鹽竈神社
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宮城県

Shiogama



６
月
15
日
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
お
け
る
復
興
ま

ち
づ
く
り
と
、
今
後
の
防
災
ま
ち
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に

フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
の
模
様
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

（
近
日
公
開
予
定
） 

「
U
R 

P
R
E
S
S
」
の
W
e
b
サ
イ
ト
は

内
容
も
盛
り
だ
く
さ
ん
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご

登
場
い
た
だ
い
た
坂
茂
さ
ん
や
、
復
興
に
向

け
て
取
り
組
む

人
々
の
動
画
も

掲
載
。
読
者
ア

ン
ケ
ー
ト
プ
レ

ゼ
ン
ト
も
実
施

中
で
す
。
ぜ
ひ
、

サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

「おながわコンテナ村商店街」の
Ｔシャツをプレゼント

　今号の特集で訪れた女川町。「おながわコンテ
ナ村商店街」で購入した、特製Ｔシャツを５名様にプ
レゼント。背にプリントされた“おだつなよ津波！”と
いうフレーズ（「おだつ」と
は地元の言葉で「調子に
乗る」などの意）も印象的
なＴシャツで、サイズはＬ、
色は黒のみ。本誌挟み込
みのアンケートハガキか
「UR PRESS」Web版か
らご応募ください。
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編集後記
　東日本大震災から一年余り。今号は「震災
復興特集号」として、ＵＲ都市機構の被災市
町村での復興支援の現状を中心にお届けし
ました。地元で復興に向けて活動されている
方のコラムや特別インタビューなど、現地取材
を中心に、できる限り「被災地の実情」を詳し
くお伝えできるよう編集しました。たくましく咲き
誇る表紙の桜のように、前向きなメッセージを
お届けできたら幸いです。
　地域に寄り添いながら、一歩ずつ前へ―。
長い道のりになりますが、一日も早く復興への
槌音を響かせ、希望の灯をともすために、私
たちＵＲ都市機構も全力を挙げて復興まちづ
くりを進めていきたいと思います。

http://www.ur-net.go.jp/forum/

http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress/
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特集 東北に響く、復興の槌音塩竈
宮城県
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パネリスト
中林 一樹
明治大学
政治経済学研究科
特任教授

パネリスト
中井 検裕
東京工業大学
社会理工学研究科
教授 

パネリスト
福屋 粧子
東北工業大学
工学部講師
福屋粧子建築
設計事務所代表

基調講演・パネリスト
大西 隆
東京大学工学系
研究科教授 
日本学術会議会長

基調講演・パネリスト
野田 武則
釜石市長

コーディネーター
山﨑 登
ＮＨＫ解説副委員長

　日本酒「浦霞」で知られる佐浦酒造は、鹽竈神社の御
神酒酒屋として288年続く酒蔵だ。現社長の佐浦弘一さ
んは13代目。江戸時代末期から明治初期に建てた「享保
蔵」、大正時代の「大正蔵」、平成に入って東松島市に建
てた「矢本蔵」の３つの蔵で酒を醸す。
　震災の時は蔵の壁が剥

はく

落し、敷地は胸下まで浸水した。
ライフラインも停止したため、発酵中の酒の中で商品化で
きたのは一部だけだったという。そんな中、佐浦では被災
後、酒の移送用のタンクローリーを使い、給水活動も実
施。また、地域のカキなどの養殖漁業復興のため、フォー
クリフトや機材を提供してきた。
「鹽竈神社を中心に歴史を重ねてきた塩竈は、何かかあ
れば助け合う、結束の強い地域です。それに日本酒は食と
密接に関係する。地域の食文化の復興に役立てばと考え
ました」と佐浦社長は振り返る。

　錦町地区の佐浦山と呼ばれる佐浦家の所有地を災害
公営住宅用地として提供したのも、地域の復興を願って
のことだった。
「すり鉢状の地形の塩竈に、空き地が少ないのは明らか
でしたから。戦前まで桜の時期には地元の人を大勢招い
た場所です。活用してもらい、地域の賑わい復活につなが
ればうれしいです」
　佐浦家には、塩竈で災害のあるたびに復興に尽力して
きた歴史がある。慶応の大火で焦土となった時は、持ち山
の杉を住宅用に寄付した。明治時代には９代目当主の佐
浦茂登が、田を埋め立てて宅地を造成した。今の佐浦町
だ。佐浦山に別荘を建てたのはその頃。春には数日間にわ
たる花見宴会を催し、地域の人を楽しませた。
「そうした先祖たちに比べると、震災後の私共の活動はま
だまだ十分とはいえません。地元で長く続けてこられたの
は地域社会あってのことです。塩竈のために何をしていけ
ばいいか、これからも考えていきます」
　佐浦山には、今も幾本かの桜が残る。災害公営住宅の
建設とともに敷地には数十本の桜も植樹される予定だ。
「佐浦山の桜が再生すれば、またお花見ができますね。
地域の人が集まる場所になるかもしれない。楽しみです」
　花の下で傾ける「浦霞」の味も、きっと格別だ。

桜咲く佐浦山に、賑わいをふたたび
株式会社佐浦　佐浦弘一 さん

Close Up

漆喰の土蔵と石蔵が並ぶ敷地には
ショップ「浦霞酒ギャラリー」があ
り、猪口を購入すれば試飲もでき
る。県内作家の酒器も展示

●株式会社佐浦
宮城県塩竈市本町2-19
TEL.022-362-4165
http://www.urakasumi.com/

イメージ
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