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東
日
本
大
震
災
か
ら
一
〇
年
。

津
波
に
よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

宮
城
県
南
三
陸
町
は
今
、

記
憶
を
大
切
に
語
り
継
ぎ
な
が
ら
、

自
然
と
共
生
し
て
い
く
た
め
の

あ
ら
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
着
実
に
進
め
て
い
る
。

写
真
野
瀬
勝
一

取
材
・
文
山
内
史
子

地域の底力 宮城県本吉郡南三陸町 大
震
災
の
思
い
を
胸
に
刻
み
つ
つ

持
続
可
能
な
未
来
を
目
指
す

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町

南三陸町の中心部。その中心にある「南三陸町震災復興祈念
公園」は、被災者の追悼と鎮魂、震災の記憶の継承、そして
復興を祈念する場として、2020 年 10月に全体開園した。

大
震
災
の
思
い
を
胸
に
刻
み
つ
つ

持
続
可
能
な
未
来
を
目
指
す

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
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震
災
の
夜
の 

決
意
を
礎
に
目
指
す 

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

　

宮
城
県
北
東
部
、
太
平
洋
に
面
し
た

南
三
陸
町
は
二
○
○
五
年
に
旧
志し

づ津
川が

わ

町
と
旧
歌う

た

津つ

町
が
合
併
し
て
誕
生
し

た
。
そ
の
時
か
ら
今
ま
で
一
五
年
に
わ

た
り
町
長
と
し
て
町
を
け
ん
引
し
て
き

た
佐
藤
仁
氏
は
、
一
〇
年
前
の
で
き
ご

と
を
こ
う
語
る
。

　
「
早
く
一
体
感
の
あ
る
町
を
つ
く
り

た
い
と
い
う
の
が
、
合
併
後
の
私
た
ち

の
思
い
で
し
た
。
四
年
の
歳
月
を
経
て

新
町
建
設
計
画
が
よ
う
や
く
八
割
程
度

ま
で
進
ん
だ
と
き
に
み
ま
わ
れ
た
の
が

東
日
本
大
震
災
で
す
」　

　

二
○
一
一
年
三
月
十
一
日
、
十
四
時

四
十
六
分
に
起
き
た
震
度
六
弱
の
大
地

震
の
後
、
南
三
陸
町
は
高
さ
約
一
五

メ
ー
ト
ル
の
津
波
に
襲
わ
れ
る
。
町
役

場
の
防
災
対
策
庁
舎
で
陣
頭
指
揮
を

執
っ
て
い
た
佐
藤
氏
は
五
〇
名
ほ
ど
の

職
員
ら
と
と
も
に
屋
上
に
避
難
し
、
ア

ン
テ
ナ
や
階
段
の
手
す
り
に
つ
か
ま
り

な
が
ら
何
度
も
波
を
か
ぶ
っ
た
。
そ
の

中
で
最
終
的
に
防
災
対
策
庁
舎
に
残
っ

た
の
は
、
わ
ず
か
一
〇
人
。
南
三
陸
町

は
明
治
時
代
以

降
に
限
っ
て
も

四
度
の
大
津
波

を
経
験
し
備
え

は
あ
っ
た
が
、

今
回
は
そ
の
経

験
と
想
定
を
は

る
か
に
上
回
る

規
模
だ
っ
た
。

　

寒
さ
に
震
え

る
な
か
で
迎
え

た
そ
の
夜
。
拠

り
所
と
な
っ
た

の
は
、
奇
跡
的

に
濡
れ
な
か
っ

た
一
本
の
ラ
イ
タ
ー
と
数
本
の
た
ば

こ
、
そ
し
て
流
れ
て
き
た
ネ
ッ
ト
入
り

の
ミ
カ
ン
五
個
だ
っ
た
と
佐
藤
氏
は
振

り
返
る
。

　
「
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
お
こ
し
、
生
き

残
っ
た
一
〇
人
で
半
分
ず
つ
ミ
カ
ン
を

分
け
て
食
べ
、
私
を
含
む
五
人
で
た
ば

こ
を
回
し
の
み
し
ま
し
た
。
私
の
震
災

の
原
点
、
復
興
一
〇
年
の
歩
み
の
始
ま

り
は
、
真
っ
暗
闇
の
中
で
凍
え
て
い
た

防
災
庁
舎
の
屋
上
な
ん
で
す
。
自
分
た

ち
は
生
き
残
っ
た
の
だ
か
ら
南
三
陸
再

生
の
た
め
に
頑
張
ろ
う
と
声
を
掛
け

合
っ
た
あ
の
夜
が
支
え
に
な
り
、
こ
の

一
〇
年
間
、
全
身
全
霊
で
復
興
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
」

　南三陸町
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10 年が過ぎた今、南三陸町役場では震災後に採用された職
員が 4割を占めると話す町長の佐藤仁氏。記憶を風化させる
ことなくいかに先々へと伝えていくかを考えているという。

南三陸町と気仙沼市の境界に位置する田
たつがね

束
山
さん

は、太平洋を望める山頂に奥州藤原氏と
の関わりが推測される 11基の経塚（経典を
土中に埋納した塚）が残り、5月中旬にはつ
つじが咲き誇る。
（写真提供：かとうまさゆき写真事務所）

（写真提供：南三陸町）
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人
口
約
一
万
七
六
〇
〇
人
の
う
ち
、
死

者
六
二
○
人
、行
方
不
明
者
二
一
一
人
。

町
全
体
の
六
割
に
あ
た
る
三
三
二
一

戸
が
全
半
壊
す
る
甚
大
な
被
害
を
前

に
佐
藤
氏
が
掲
げ
た
の
は
、
二
度
と

津
波
で
命
を
失
わ
な
い
町
、
そ
し
て

持
続
可
能
な
ま

ち
づ
く
り
と
い

う
二
つ
の
大
き

な
柱
だ
っ
た
。

　
「
毎
日
遺
体
安
置
所
で
手
を
合
わ
せ

な
が
ら
、
二
度
と
こ
の
地
獄
を
将
来
世

代
に
味
わ
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
、
震
災
直
後
の
四
月
に
は
職
住
分
離

を
決
断
。
七
月
に
副
町
長
と
手
分
け
し

て
の
説
明
会
を
、
一
週
間
で
二
三
回
行

い
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
理
解
を
得
て
、

住
居
を
高
台
に
、
商
店
街
や
工
場
は
中

心
地
に
、
と
い
う
復
興
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
」

　

高
台
へ
の
住
居
移
転
計
画
は
二
○

一
七
年
に
完
了
し
、
仮
設
住
宅
も
二
○

一
九
年
に
は
解
消
さ
れ
た
。

　
「
さ
ら
に
未
来
を
見
据
え
、
持
続
可

能
な
ま
ち
づ
く
り
を
標
ぼ
う
し
ま
し

た
。
南
三
陸
町
は
分
水
嶺
に
囲
ま
れ
て

い
て
、
町
に
降
っ
た
雨
は
全
て
町
に
流

れ
、
志
津
川
湾
へ
と
注
が
れ
ま
す
。
ま

さ
し
く
山
と
川
と
里
と
海
が
一
体
に

な
っ
て
い
る
町
で
す
。
こ
の
恵
ま
れ
た

自
然
と
ど
う
共
生
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
も
、
震
災
を
経
て
一
層
真
剣
に
考

え
ま
し
た
」

　

現
在
、
建
築
家
隈
研
吾
氏
の
グ
ラ
ン

ド
デ
ザ
イ
ン
に
よ
り
、
町
の
中
心
部
は

二
○
二
○
年
十
月
完
成
の
南
三
陸
町
震

災
復
興
祈
念
公
園
を
要
に
整
備
が
進

み
、
あ
た
ら
し
い
商
店
街
が
家
族
連
れ

で
に
ぎ
わ
う
穏
や
か
な
日
常
が
戻
り
つ

つ
あ
る
。
南
三
陸
町
防
災
庁
舎
ほ
か
九

件
の
建
物
が
災
害
遺
構
と
し
て
残
さ
れ

た
。
そ
の
町
を
囲
む
よ
う
に
海
と
山
が

あ
る
風
景
に
は
、
一
〇
年
前
の
面
影
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

ま
ち
の
景
色
が
変
わ
る
な
か

震
災
の
記
憶
を 

人
々
に
伝
え
て
い
く

　

そ
ん
な
状
況
で
も
、
大
震
災
の
記
憶

を
受
け
継
い
で
い
く
地
道
な
努
力
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
南

三
陸
ホ
テ
ル
観
洋
の
震
災
を
風
化
さ

せ
な
い
た
め
の
「
語
り
部
バ
ス
」
だ
。

二
〇
一
二
年
二
月
一
日
に
ス
タ
ー
ト
し

て
以
来
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
あ
っ
た

一
時
期
を
除
き
、
毎
日
催
行
。「
の
べ

四
〇
万
人
以
上
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま

し
た
」
と
話
す
の
は
、
同
ホ
テ
ル
第
一

営
業
次
長
兼
企
画
課
長
で
、
自
ら
も
被

災
者
で
語
り
部
と
し
て
震
災
を
語
り
続

け
る
伊
藤
俊
氏
だ
。

　

語
り
部
バ
ス
の
所
要
時
間
は
六
〇

分
。
バ
ス
で
ま
わ
る
場
所
は
大
き
な
被

害
が
あ
っ
た
所
だ
が
、
工
事
中
や
更
地

が
ほ
と
ん
ど
で
、
過
去
の
状
況
を
知
ら

な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
て
し

ま
い
か
ね
な
い
。
語
ら
れ
て
初
め
て
、

当
時
の
様
子
が
ま
ざ
ま
ざ
と
よ
み
が

え
っ
て
く
る
。
宿
泊
客
の
避
難
に
専
念

し
た
震
災
発
生
時
や
被
災
し
た
自
宅
の
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南三陸町震災復興祈念公園と南三陸さんさん商店街を
つなぐ中橋も、商店街同様に隈氏がデザインし、2020
年 10 月に開通。南三陸杉を使い、やわらかに景色に
溶け込んでいる。

2017 年 3月にオープンした「さんさん商店街」は、南三陸町
志津川地区復興のグランドデザインを担う建築家隈研吾氏が設
計、デザインを手がけた。地元産の南三陸杉を使った 6棟の建
物に約 30店舗が軒を連ね、週末には多くの人でにぎわう。
左上／南三陸町内の飲食店のなかで、人気の的は、地元の旬な
海の幸をふんだんに使った、見た目と味で二度楽しめる「南三
陸キラキラ丼」。（写真提供：南三陸町）左下／町内に複数見ら
れるモアイ像は、1960 年のチリ地震津波の被害を経て友好関
係を築いてきたチリから復興のシンボルとして贈られた。



南
三
陸
ホ
テ
ル
観
洋
の
「
語
り
部
バ
ス
」
で

語
り
部
を
務
め
る
、
第
一
営
業
次
長
兼
企
画

課
長
伊
藤
俊
氏
。
自
社
所
有
の
大
型
バ
ス
で

被
災
場
所
を
案
内
す
る
。
そ
の
活
動
は
他
地

域
と
の
連
携
を
生
み
、「
東
北
被
災
地
語
り

部
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
も

開
催
さ
れ
る
よ
う
に
。

右／南三陸町旧防災対策庁舎。震災
の記憶を未来に継いでいる。左／南
三陸町震災復興祈念公園内の「名簿
安置の碑」には、東日本大震災の犠
牲者・行方不明者の名簿が保管され
ている。
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様
子
な
ど
、
自
身
の
経
験
も
交
え
な
が

ら
、
何
が
起
こ
り
、
そ
の
時
ど
う
思
っ

て
い
た
の
か
を
丁
寧
に
説
明
す
る
伊
藤

氏
の
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
胸
に
深

く
し
み
た
。　

　

こ
の
語
り
部
バ
ス
が
生
ま
れ
た
発
端

は
、
電
気
や
水
道
が
復
旧
し
始
め
た
二

○
一
一
年
の
夏
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や

視
察
の
宿
泊
客
が
増
え
始
め
、
そ
の

方
々
を
ホ
テ
ル
ス
タ
ッ
フ
が
案
内
し
た

こ
と
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
町
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
知

り
た
い
と
い
う
お
客
様
が
少
な
か
ら
ず

お
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
道
も
変
わ
り
、

標
識
も
な
い
な
か
、
そ
う
し
た
方
々
が

ど
こ
に
行
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
様

子
で
し
た
。
ホ
テ
ル
の
ス
タ
ッ
フ
が
そ

の
案
内
役
を
申
し
出
た
の
が
、
語
り
部

バ
ス
の
き
っ
か
け
で
す
。
か
つ
て
の
町

の
姿
を
、
地
元
に
い
る
自
分
た
ち
が
情

報
発
信
す
べ
き
だ
と
頭
で
は
分
か
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
最
初
の
う
ち
は
涙
が

こ
み
あ
げ
て
話
せ
な
く
な
る
こ
と
も
た

び
た
び
で
し
た
」

　

語
り
部
バ
ス
の
活
動
は
や
が
て
、
全

国
の
被
災
地
と
の
連
携
に
つ
な
が
る
。

そ
の
縁
を
契
機
と
し
た
講
演
先
で
、
関

係
者
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
、
伊
藤
氏

の
心
境
を
大
き
く
変
え
た
そ
う
だ
。

　
「
ま
ず
生
き
残
る
こ
と
、
生
き
残
っ

た
ら
生
き
延
び
る
こ
と
、
生
き
延
び
た

ら
そ
れ
を
次
に
生
か
す
こ
と
。
そ
う
聞

い
て
以
来
、
経
験
談
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
次
に
生
か
す
た
め
に
、
何
を
ど

う
伝
え
る
べ
き
な
の
か
を
考
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
日
々
町
の
風
景
は
変

わ
り
、
実
感
を
も
っ
て
あ
の
時
を
振
り

返
っ
て
い
た
だ
く
の
は
容
易
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ま
た
来
ま
す
と
言
わ
れ
る

と
、
そ
の
方
に
何
か
を
刻
む
こ
と
が
で

き
た
か
な
と
思
い
ま
す
ね
」

　

修
学
旅
行
生
の
参
加
も
多
い
語
り
部

バ
ス
の
な
か
で
伊
藤
氏
は
最
後
に
必

ず
、
手
を
合
わ
せ
て
そ
の
温
も
り
に
つ

い
て
語
る
。

　
「
あ
の
時
何
度
も
安
置
所
へ
行
っ
た

私
た
ち
は
、
冷
た
い
手
を
知
っ
て
い
ま

す
。
手
を
つ
な
げ
ば
、
本
当
は
温
か
い

は
ず
な
の
に
。
人
間
関
係
が
次
第
に
希

薄
に
な
っ
て
い
く
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

と
り
わ
け
子
ど
も
た
ち
に
は
手
の
ぬ
く

も
り
を
知
っ
て
ほ
し
い
し
、
命
の
大
切

さ
と
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」

漁
師
の
生
き
方
が
変
わ
っ
た

持
続
可
能
な 

養
殖
の
取
り
組
み

　

津
波
が
変
え
た
の
は
、
陸
の
景
色
だ

け
で
は
な
い
。
町
の
南
、
カ
キ
を
主
軸

と
す
る
養
殖
が
行
わ
れ
て
い
た
戸
倉
地

区
で
も
、
養
殖
道
具
の
全
て
が
流
さ
れ

た
。
し
か
し
現
在
、
カ
キ
の
一
経
営
体

当
た
り
の
売
上
金
額
に
関
し
て
は
震
災

前
よ
り
約
七
〇
％
増
え
て
い
る
と
話
す

の
は
、
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
志
津
川



NICHIGIN 2021 NO.6513

地元で長年親しまれてきた「サンオーレそではま海水
浴場」は東日本大震災により大きな被害を受け閉鎖さ
れていたが、2017 年夏に復活。海水浴場から歩いて
渡ることのできる荒島には、漁業関係者の信仰を集め
る「荒島神社」が立つ。

左
／
常
識
を
覆
す
挑
戦
が
美
味
な
カ
キ
を
生
ん
だ
。

澄
ん
だ
甘
み
の
味
わ
い
が
人
々
を
魅
了
す
る
。
下

／
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿
地
に
登
録
さ
れ
た
志
津
川

湾
。
絶
滅
危
惧
種
で
国
の
天
然
記
念
物
指
定
の
渡

り
鳥
コ
ク
ガ
ン
が
豊
富
な
海
藻
類
を
求
め
て
同
湾

に
飛
来
す
る
。�

（
写
真
提
供
：
南
三
陸
町
）

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
志
津
川
支
所
戸
倉
出
張
所
カ
キ
部
会

長
の
後
藤
清
広
氏
。

支
所
戸
倉
出
張
所
カ
キ
部
会
長
の
後
藤

清
広
氏
だ
。

　
「
震
災
前
は
、
い
わ
ゆ
る
過
密
養
殖

で
し
た
。
量
を
か
せ
ご
う
と
カ
キ
の
養

殖
筏

い
か
だ
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
た
結
果
、
カ

キ
の
成
長
は
遅
く
な
り
、
品
質
も
落
ち

て
い
っ
た
ん
で
す
。
問
題
意
識
は
持
っ

て
い
ま
し
た
が
、
漁
師
が
所
有
す
る
筏

の
規
模
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
中
で
次
の

一
歩
が
踏
み
出
せ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
筏
の
数
が
増
え
、
さ
ら
に
カ
キ
の

育
ち
が
悪
く
な
る
悪
循
環
に
陥
っ
て
い

ま
し
た
」

　

津
波
で
筏
が
失
わ
れ
た
後
、
後
藤
氏

が
目
指
し
た
の
は
、
自
然
と
共
生
す
る

持
続
可
能
な
養
殖
だ
。
筏
の
既
得
権
を

白
紙
に
戻
す
こ
と
か
ら
議
論
す
べ
く
、

部
会
で
は
何
度
と
な
く
話
し
合
い
が
重

ね
ら
れ
た
と
い
う
。

　
「
将
来
の
た
め
に
は
持
続
可
能
な
漁

業
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
く

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
筏
の
数

を
減
ら
す
こ
と
は
収
穫
量
に
響
き
ま
す

か
ら
、
誰
し
も
怖
い
。
と
は
い
え
、
小

さ
な
町
で
生
活
圏
は
皆
一
緒
で
す
か

ら
、
本
音
で
ぶ
つ
か
っ
て
腹
を
割
っ
て

話
せ
る
土
壌
が
あ
り
ま
す
。
議
論
で
険

悪
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
海
の
上
で
は

何
か
あ
っ
た
と
き
に
助
け
合
わ
な
い
と

い
け
な
い
仲
で
す
か
ら
。
最
終
的
に
は
、

全
員
の
理
解
が
得
ら
れ
ま
し
た
」

　

二
○
一
二
年
に
立
ち
上
が
っ
た
、
三

年
間
限
定
の
国
の
「
が
ん
ば
る
養
殖

復
興
支
援
事
業
」
が
背
中
を
押
し
、

二
〇
〇
人
を
超
え
る
漁
師
が
挑
ん
だ
あ

ら
た
な
取
り
組
み
の
礎
に
な
っ
た
の

は
、
海
の
区
画
を
整
理
し
た
設
計
図
。

曖
昧
だ
っ
た
筏
の
配
置
を
、
細
か
く
図

面
に
表
し
た
と
い
う
。

　
「
震
災
前
は
五
～
一
五
メ
ー
ト
ル
置
き

だ
っ
た
筏
間
の
距
離
を
四
〇
メ
ー
ト
ル

ま
で
広
げ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
大
粒
の
カ
キ
が
、
従
来
よ

り
二
年
近
く
も
早
く
、
一
年
足
ら
ず
で

育
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
筏
の
数
は

減
り
ま
し
た
が
、
生
産
量
は
二
倍
、
品

質
の
向
上
に
よ
り
売
り
上
げ
も
ア
ッ
プ
。

加
え
て
、
四
割
の
コ
ス
ト
削
減
、
労
働

時
間
の
大
幅
短
縮
を
実
現
し
ま
し
た
」

　

他
に
例
の
な
い
改
革
は
外
部
か
ら
も

評
価
さ
れ
、
二
○
一
六
年
に
は
「
責
任

あ
る
養
殖
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
水
産

物
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
養
殖
の
国
際

エ
コ
ラ
ベ
ル
、
Ａ
Ｓ
Ｃ
認
証
を
取
得
。

宮城県本吉郡南三陸町地域の底力

その昔、人々の争いに怒る神が割ったという伝説が残る「神
かみわりざき

割崎」は、
2月中旬と 10月下旬頃、岩の間から日が昇る絶景が見られる。



左／青森県八戸市から福島県相馬市まで、太
平洋に面した 4県をまたがる全長約 700 キ
ロメートルの「みちのく潮風トレイル」は復
興プロジェクトのひとつ。南三陸町では約 38
キロメートルにわたり、自然のなかを行くト
レイルが楽しめる。� （写真提供：南三陸町）
下／仙台藩養蚕発祥の地として栄えた歴史の
展示施設などがある入谷地区の「ひころの里」。

林
業
と
不
動
産
業
を
営
む
株
式
会
社
佐
久
の
専

務
取
締
役
で
、
南
三
陸
森
林
管
理
協
議
会
の
メ

ン
バ
ー
で
も
あ
る
佐
藤
太
一
氏（
上
）。
山
主
、

森
林
管
理
業
、
素
材
生
産
業
、
丸
太
の
切
り
出

し
業
な
ど
、
分
業
が
当
た
り
前
だ
っ
た
林
業
を

見
直
し
、
写
真
の
商
品
を
は
じ
め
デ
ザ
イ
ン
、

製
造
の
内
製
化
を
進
め
て
い
る
。

R○
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そ
れ
に
よ
り
こ
れ
ま
で
縁
の
な
か
っ
た

先
と
の
取
引
が
生
ま
れ
、
安
定
し
た
収

入
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
は
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
や
新
規
就

業
者
も
増
え
、
高
齢
者
が
ほ
と
ん
ど
を

占
め
て
い
た
部
会
の
平
均
年
齢
が
、
そ

れ
ま
で
の
六
○
代
か
ら
四
○
代
に
な
っ

た
と
後
藤
氏
は
顔
を
綻
ば
せ
る
。

　
「
全
国
的
に
一
次
産
業
で
は
後
継
者

問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
が
、
い
い
も
の

を
つ
く
る
環
境
が
あ
り
、
そ
れ
が
客
観

的
に
評
価
さ
れ
、
収
入
が
あ
れ
ば
、
漁

業
を
や
り
た
い
と
思
う
若
者
は
多
い
。

カ
キ
同
様
、
人
に
と
っ
て
も
環
境
が
大

事
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
大
震
災
は

苦
難
の
連
続
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
で

き
な
か
っ
た
養
殖
方
法
の
転
換
に
踏
み

出
す
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
」

　

二
○
一
八
年
に
は
、
絶
滅
危
惧
種
を

含
む
貴
重
な
藻
場
と
し
て
、
養
殖
場
で

あ
る
志
津
川
湾
が
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
湿

地
に
登
録
さ
れ
た
。

　
「
か
つ
て
は
生
産
本
位
で
自
然
に
負

荷
を
か
け
て
い
ま
し
た
が
、
ま
わ
り
に

配
慮
し
な
が
ら
皆
で
豊
か
に
な
ろ
う
と

い
う
意
識
改
革
が
着
実
に
進
ん
で
い
ま

す
。
た
と
え
ま
た
津
波
が
き
て
も
、
設

計
図
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は

今
な
ら
数
カ
月
で
養
殖
場
を
復
活
で
き

る
ん
で
す
」

あ
ら
た
な 

ビ
ジ
ネ
ス
が
生
ま
れ
た
山
と

杉
の
ブ
ラ
ン
ド
化

　

持
続
可
能
な
取
り
組
み
。
そ
れ
は
海

だ
け
で
は
な
く
、
南
三
陸
町
の
約
八
割

を
占
め
る
山
で
も
始
ま
っ
て
い
る
。
江

戸
時
代
か
ら
林
業
を
要
に
営
ん
で
き
た

株
式
会
社
佐
久
の
専
務
取
締
役
で
南
三

陸
森
林
管
理
協
議
会
に
所
属
す
る
佐
藤

太
一
氏
は
、
そ
の
背
景
を
語
る
。

　
「
分
水
嶺
に
囲
ま
れ
た
南
三
陸
町
は
、

山
を
起
点
に
川
、
里
、
海
が
全
部
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
水
質

や
土
砂
災
害
な
ど
に
影
響
す
る
山
の
状

態
は
と
て
も
重
要
な
ん
で
す
。
過
去
の

大
地
震
や
大
津
波
で
も
、
山
だ
け
は
ほ

ぼ
無
傷
で
し
た
。
こ
の
揺
る
ぎ
な
い
財

産
を
生
か
す
こ
と
が
、
こ
の
町
の
持
続

可
能
性
に
必
ず
寄
与
す
る
。
震
災
後
、

林
業
関
係
者
の
な
か
で
環
境
と
将
来
を

あ
ら
た
め
て
考
え
よ
う
と
い
う
思
い
が

強
く
な
り
ま
し
た
」

　

南
三
陸
町
の
山
を
覆
う
の
は
、
材
質

の
強
度
と
淡
い
ピ
ン
ク
色
の
美
し
さ
が

特
徴
の
「
南
三
陸
杉
」。
江
戸
時
代
に
伊

達
政
宗
が
こ
の
杉
を
求
め
た
と
い
う
逸

話
が
残
る
ほ
ど
昔
か
ら
良
質
な
木
材
と

し
て
知
ら
れ
、
震
災
前
か
ら
ブ
ラ
ン
ド

化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
山
と
杉

の
評
価
を
高
め
る
た
め
に
二
○
一
五
年

に
取
得
し
た
の
が
、
南
三
陸
町
と
佐
久

を
含
む
民
間
団
体
四
社
が
管
理
す
る
森

や
加
工
流
通
過
程
を
対
象
に
し
た
、
Ｆ

Ｓ
Ｃ 

認
証
。
森
林
資
源
の
持
続
可
能
な

供
給
、
環
境
へ
の
配
慮
、
地
域
へ
の
貢

献
な
ど
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
の
結
果
だ
。

　
「
以
前
か
ら
国
際
認
証
の
取
得
に
向

け
た
機
運
は
あ
っ
た
も
の
の
、
盛
り
上

が
れ
ず
に
い
ま
し
た
。
震
災
を
機
に
、

皆
が
抱
い
て
い
た
危
機
感
と
、
行
政
が

掲
げ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
構

想
が
、
実
際
の
国
際
認
証
の
取
得
に
つ

な
が
り
ま
し
た
」

　

Ｆ
Ｓ
Ｃ 

認
証
の
取
得
に
よ
り
、
コ
ー

ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
、
天
然
志
向
の
入
浴
用

品
メ
ー
カ
ー
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ブ
ラ
ン
ド

と
い
っ
た
環
境
問
題
へ
の
意
識
の
高
い

（写真提供：南三陸町観光協会）
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醸造所（上）、ワインなどの購入ができ
るショップに加え、飲食スペース（左）
も設けられた海の見えるワイナリー。

南三陸ワイナリー株式会社代表取締役の佐々木道彦氏。
海辺に立つワイナリーは将来的に、地元の人と旅行者と
のコミュニケーションの場になれば、と話す。

赤、白、ロゼのワインは現在、地元産
を含む東北地方産のブドウを使って醸
造。写真は海中熟成を経て、フジツボ
が貼り付いたボトル。

2011 年 4 月の第 1回より毎月行われている「福興市」後の参加者の
集合写真。2020 年 4月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、実施の有無をその都度検討している。�（写真提供：南三陸町）

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
南
三
陸
杉
に
注
目

し
、
あ
ら
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
が
生
ま
れ
て

い
る
そ
う
だ
。

　
「
南
三
陸
杉
の
質
の
高
さ
だ
け
で
は

な
く
、
正
し
い
林
業
を
行
っ
て
い
る
わ

れ
わ
れ
の
活
動
の
価
値
を
評
価
し
て
も

ら
う
形
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
都
市
圏

の
大
企
業
と
田
舎
の
山
が
、
持
ち
つ
持

た
れ
つ
の
関
係
で
あ
る
こ
の
流
れ
を
よ

り
進
め
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

　

佐
藤
氏
が
さ
ら
に
願
う
の
は
、
幼
い

頃
に
昔
話
と
し
て
聞
い
た
森
の
イ
ヌ
ワ

シ
が
、
南
三
陸
の
森
に
ふ
た
た
び
戻
っ

て
く
る
こ
と
。
正
し
い
林
業
、
人
に
も

動
植
物
に
も
や
さ
し
い
健
や
か
な
森
づ

く
り
が
、
未
来
に
向
け
て
続
け
ら
れ
て

い
る
。

 

海
の
幸
、山
の
幸 

と
と
も
に
歩
む
南
三
陸
町

だ
か
ら
こ
そ
の
ワ
イ
ン

　

南
三
陸
町
で
は
、
あ
ら
た
な
産
業
も

生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
二

○
一
七
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
南
三

陸
ワ
イ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。
二
○
一
九

年
に
南
三
陸
町
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊

と
し
て
推
進
メ
ン
バ
ー
に
着
任
し
て
ワ

イ
ン
造
り
に
励
む
の
は
、
南
三
陸
ワ
イ

ナ
リ
ー
株
式
会
社
代
表
取
締
役
の
佐
々

木
道
彦
氏
だ
。

　

も
と
も
と
静
岡
の
大
手
楽
器
メ
ー

カ
ー
で
商
品
企
画
や
新
規
事
業
開
拓
を

担
っ
て
い
た
佐
々
木
氏
だ
っ
た
が
、
復

興
支
援
で
東
北
地
方
に
通
う
う
ち
に
も

の
づ
く
り
の
経
験
を
な
ん
ら
か
の
形
で

生
か
し
た
い
と
の
思
い
が
募
り
、
二
○

一
四
年
に
仙
台
市
に
移
住
。
そ
の
後
、

縁
あ
っ
て
ワ
イ
ン
と
関
わ
る
よ
う
に
な

る
な
か
、
南
三
陸
町
と
そ
の
ワ
イ
ン
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
興
味
を
ひ
か
れ
て
い
っ

た
そ
う
だ
。

　
「
南
三
陸
町

は
、
海
も
山
も

食
材
が
豊
富
に

あ
る
の
が
印
象

的
で
し
た
。
こ

の
恵
ま
れ
た
食

材
に
ワ
イ
ン
を

組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
地
域

の
あ
た
ら
し
い

食
産
業
が
つ
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
」

　

と
は
い
え
、
ワ
イ
ン
と
い
う
、
こ
の

土
地
に
な
じ
み
の
な
い
産
業
を
一
か
ら

立
ち
上
げ
る
こ
と
に
は
、
当
初
不
安
視

す
る
声
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
そ
う

だ
。
そ
の
た
め
佐
々
木
氏
は
、
カ
キ
や

ホ
タ
テ
、
銀
鮭
な
ど
、
旬
の
食
材
が
味

わ
え
る
地
元
の
復
興
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
、
そ
う
し
た
食
材
と
併
せ
て
ワ
イ
ン

宮城県本吉郡南三陸町地域の底力
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上／町のあちらこちらで今も復興に向けた工事が行わ
れ、景色は日々、変化。下／伝統的な紙細工をモチー
フに、南三陸町の景色やメッセージが描かれた「きり
こボード」は、町内の複数箇所に展示されている。

を
実
際
に
味
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
努

め
た
と
い
う
。

　
「
年
配
者
の
な
か
に
は
ワ
イ
ン
を
飲

ん
だ
こ
と
が
な
い
方
も
多
く
、
私
た
ち

が
造
る
ワ
イ
ン
の
す
っ
き
り
と
し
た
味

わ
い
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
魚
介
類
と

の
相
性
の
良
さ
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
う

ち
、
町
の
方
の
意
識
も
不
安
か
ら
期
待

に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
」

　

二
○
一
九
年
に
は
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
初
め
て
の
商
品
「
Ｄデ

ラ

ウ

ェ

ア

Ｅ
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ 

２
０
１
８
」
が
「
日
本
ワ
イ
ン
コ
ン

ク
ー
ル
２
０
１
９
」
で
奨
励
賞
を
受
賞
。

公
に
実
力
が
評
価
さ
れ
、
地
元
で
の
ぶ

ど
う
の
栽
培
が
拡
張
さ
れ
る
な
か
、
二

○
二
○
年
十
月
に
は
醸
造
所
に
併
設
し

た
飲
食
ス
ペ
ー
ス
の
あ
る
シ
ョ
ッ
プ
を

オ
ー
プ
ン
。
ワ
イ
ン
と
食
の
イ
ベ
ン
ト

も
積
極
的
に
行
っ
て
い
き
た
い
と
語
る

佐
々
木
氏
が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
も
あ
る

「
南
三
陸
の
み
ん
な
と
お
い
し
く
な
り

た
い
」
と
い
う
思
い
だ
。

　
「
地
元
の
食
材
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
ワ
イ
ン
を
つ
く
っ
て
お

り
、
ワ
イ
ン
会
で
は
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
漁
師
さ
ん
や
農
家
さ
ん
が
一
緒
に

参
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ワ
イ

ン
と
食
が
人
と
人
、
人
と
地
域
を
つ
な

ぐ
結
節
点
と
な
っ
て
、
南
三
陸
町
か
ら

人
の
輪
が
広
が
っ
て
い
け
ば
う
れ
し
い

で
す
ね
」

　

南
三
陸
町
戸
倉
地
区
の
カ
キ
漁
師
と

連
携
し
、
養
殖
筏
を
活
用
し
た
ワ
イ
ン

の
海
中
熟
成
も
始
め
た
。
地
上
と
比
べ
、

熟
成
度
合
い
が
深
ま
る
と
い
う
の
が
興

味
深
い
。
ワ
イ
ン
の
お
い
し
さ
と
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
に
関
心
が
集
ま
れ
ば
、

南
三
陸
ワ
イ
ナ
リ
ー
は
将
来
的
に
、
旅

人
と
地
元
を
つ
な
げ
る
場
に
も
な
る
こ

と
だ
ろ
う
。 

未
来
の 

若
い
世
代
に
託
さ
れ
る 

あ
ら
た
な
取
り
組
み
と 

震
災
の
記
憶
と

　

町
長
の
佐
藤
仁
氏
は
、
町
の
現
状
を

あ
ら
た
め
て
こ
う
語
る
。

　
「
海
の
国
際
認
証
（
Ａ
Ｓ
Ｃ
認
証
）
と

森
の
国
際
認
証（
Ｆ
Ｓ
Ｃ 

認
証
）を
併

せ
持
っ
て
い
る
の
は
、
世
界
で
南
三
陸

町
だ
け
。
山
、
海
の
取
り
組
み
、
そ
し

て
新
規
産
業
。
持
続
可
能
な
町
に
な
る

た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
果
敢

に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
る
の

が
、
今
の
南
三
陸
町
の
姿
だ
と
思
い
ま

す
。
自
然
環
境
と
共
生
す
る
町
と
し
て

種
を
ま
い
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
後
、
次

の
世
代
が
ど
う
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
る

か
。
こ
れ
か
ら
の
南
三
陸
町
が
楽
し
み

で
す
」

　

二
○
二
二
年
に
は
、
東
日
本
大
震
災

の
伝
承
館
と
し
て
「
南
三
陸
３
１
１
メ

モ
リ
ア
ル
」
の
開
館
を
予
定
す
る
な
ど
、

人
々
の
記
憶
を
受
け
継
ぐ
努
力
も
重
ね

ら
れ
て
い
る
。

　
「
南
三
陸
町
に
は
豊
か
な
自
然
が
あ

り
ま
す
。
津
波
の
被
害
に
は
あ
い
ま
し

た
が
、
豊

ほ
う
じ
ょ
う饒の

海
は
残
り
ま
し
た
。
私

た
ち
は
こ
の
海
、
そ
し
て
山
と
と
も
に

生
き
て
い
き
ま
す
」

　

佐
藤
氏
に
話
を
伺
っ
た
翌
朝
、
志
津

川
湾
の
向
こ
う
か
ら
顔
を
出
し
た
朝
日

と
そ
の
景
色
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
見

入
り
、
胸
に
熱
い
も
の
が
こ
み
あ
げ
た
。

何
が
起
こ
ろ
う
と
も
昇
る
太
陽
の
よ
う

に
、
持
続
可
能
な
未
来
を
実
現
す
べ
く
、

南
三
陸
町
は
こ
れ
か
ら
も
力
強
く
歩
み

続
け
る
。

震
災
後
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
中
心
と
な
り
雑
木
林
を
開

拓
し
て
生
ま
れ
た
「
海
の
見
え
る
命
の
森
」。
そ
の
頂

に
は
、
二
〇
一
九
年
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
有
志
か
ら
贈
ら

れ
た
「
南
三
陸
大
仏
」
が
立
ち
、
志
津
川
湾
を
見
つ
め

る
（
上
）。
ま
た
大
仏
の
そ
ば
に
は
、「
伝
え
よ
千
年
万

年　

津
波
て
ん
で
ん
こ
」（
津
波
て
ん
で
ん
こ
と
は
、「
津

波
が
来
た
ら
高
台
に
逃
げ
ろ
」
の
意
）
と
書
か
れ
た
小

さ
な
石
碑
も
立
っ
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を

静
か
に
伝
え
て
い
る
（
左
）。

※�

本
取
材
は
昨
年
十
二
月
二
日（
水
）、
三
日

（
木
）
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。


