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は
じ
め
に　

明
日
の
岩
泉
へ
　
そ
の
3

　

あ
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
早
い
も
の
で
四
年
の
月
日
が
流
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

自
然
の
猛
威
に
た
だ
呆
然
と
し
て
い
た
震
災
直
後
か
ら
、
復
旧
・
復
興
の
た
め
町
民
一

丸
と
な
り
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
が
、
ひ
と
つ
ず
つ
形
に
な
り
、
眼
に
見
え
て
わ
か
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。　
　

　

集
団
移
転
地
の
宅
地
分
譲
も
済
み
、
被
災
し
た
小
本
小
学
校
・
小
本
中
学
校
、
小
本

保
育
園
は
こ
ど
も
園
と
し
て
、
小
本
観
光
セ
ン
タ
ー
は
役
場
小
本
支
所
、
診
療
所
、
三
陸

鉄
道
小
本
駅
が
併
設
さ
れ
る
小
本
津
波
防
災
避
難
施
設
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
27
年

度
中
の
完
成
を
目
指
し
て
工
事
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

小
本
に
広
が
る
三
陸
の
海
は
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
今
日
も
私
た
ち
に
大
き

な
恵
み
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
す
る
こ
と

は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
先
人
達
が
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
よ
う
に
日
々
の
暮

ら
し
を
取
り
戻
す
べ
く
、
小
本
地
区
の
復
興
が
岩
泉
町
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
い

う
強
い
信
念
で
今
後
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

国
内
外
か
ら
、
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
皆
さ
ま
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
決
し

て
忘
れ
ず
、
町
民
と
と
も
に
歩
ん
で
い
く
こ
と
を
お
誓
い
し
て
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

�

岩
泉
町
長　

伊
達
勝
身

3
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第
1
章

ふ
る
さ
と
を
つ
く
る

新
住
宅
地
で 

災
害
公
営
住
宅
で

そ
れ
ぞ
れ
の
場
で

そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
が
始
ま
っ
た

災
害
公
営
住
宅
へ
の
入
居
が
進
み  

住
宅
再
建
も
い
よ
い
よ
本
格
化
す
る

漁
港
や
堤
防
の
工
事
も
進
ん
で
い
る

災
害
の
痛
手
を
乗
り
越
え
て

私
た
ち
は

新
し
い
ふ
る
さ
と
の
構
築
を
模
索
す
る

7



再
び
小
本
で
…
…

■ 

仮
設
に
3
年  

公
営
住
宅
は
快
適
だ
が  

ま
だ
慣
れ
な
い

　

津
波
の
時
は
、
小
本
小
学
校
の
前
が
家
だ
っ
た
の
で
海
か
ら

も
離
れ
て
い
る
し
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
テ
レ
ビ
が
落

ち
そ
う
に
な
っ
て
電
気
が
切
れ
た
。

小
本
小
学
校
の
脇
の
避
難
路
を
上

が
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
い
た
ら
、

バ
リ
バ
リ
と
い
う
音
が
し
て
土
煙

が
上
が
っ
て
き
た
。
水
が
だ
ん
だ

ん
上
が
っ
て
き
て
、
自
分
の
家
も
浸
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

小
本
の
仮
設
住
宅
に
3
年
く
ら
い
い
た
。
仮
設
は
寒
い
し
小

さ
か
っ
た
し
、
今
風
の
建
具
だ
っ
た
。

　

元
の
家
は
流
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
床
板
が
水
で
浮
き
上
が
り

外
れ
て
し
ま
っ
た
。
建
具
も
半
分
ぐ
ら
い
外
れ
た
。
こ
れ
が
津

波
だ
。
家
を
直
す
の
に
は
か
な
り
の
お
金
が
か
か
る
の
で
解
体

し
た
。
子
か
孫
が
継
い
で
く
れ
れ
ば
元
の
土
地
に
建
て
直
し
て

も
い
い
が
、
誰
も
継
が
な
い
の
で
公
営
住
宅
を
選
ん
だ
。

　

快
適
だ
が
、
こ
ん
な
造
り
の
家
に
住
ん
だ
こ
と
が
な
い
。

郵
便
ポ
ス
ト
が
近
く
に
な
く
、
駅
の
そ
ば
ま
で
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
何
と
か
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
外
に

は
電
動
自
転
車
で
行
く
が
、
バ
ッ
テ
リ
ー
を
充
電
す
る
の
に

玄
関
の
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
窓
の
外

が
舗
装
に
な
っ
て
い
れ
ば
自
転
車
が
置
け
る
の
で
充
電
に
便

利
だ
と
思
う
。

　

娘
が
来
た
と
き
は
毎
朝
床
な
ど
を
拭
い
て
い
た
の
で
、
通
信

販
売
で
ス
リ
ッ
パ
式
の
雑
巾
を
買
っ
て
履
い
て
い
た
ら
隣
の
奥

さ
ん
に
感
心
さ
れ
た
。
空
気
清
浄
機
も
買
っ
た
。
電
気
の
暖
房

を
2
つ
つ
け
る
と
電
気
代
が
か
さ
む
。
風
呂
は
新
し
く
汲
み
直

す
方
が
経
済
的
な
よ
う
だ
。
ト
イ
レ
の
暖
房
便
座
も
普
段
は
差

　

防
潮
堤
や
山
付
堤
防
、河
川
堤
防
な
ど
の
工
事
が
進
み
、

三
陸
鉄
道
小
本
駅
の
駅
舎
と
避
難
ビ
ル
を
兼
ね
た
防
災
拠

点
の
建
設
も
着
工
し
た
。
集
団
移
転
地
で
の
新
築
を
予
定

す
る
人
も
い
れ
ば
、
公
営
住
宅
に
入
居
す
る
人
も
い
る
。

住
ま
い
を
直
し
た
り
、
建
て
替
え
た
り
し
て
元
の
場
所
に

住
み
続
け
る
人
も
い
る
。

花
を
育
て
る
ひ
と
り
暮
ら
し

金
澤 
慶
治
さ
ん

（
小
本
災
害
公
営
住
宅
に
入
居
）
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第 1章　ふるさとをつくる

し
込
み
（
プ
ラ
グ
）
を
抜
い
て
節
約
し
て
い
る
。

■ 

山
口
屋
で
買
い
物  

花
を
育
て
る
毎
日

　

買
い
物
は
自
転
車
で
山※

口
屋
に
行
く
が
遠
く
な
っ
た
。
こ
の

間
、
山
口
屋
の
店
主
に
「
お
れ
が
近
く
に
引
っ
越
し
て
き
た
ら
、

店
が
遠
く
に
逃
げ
て
い
っ
た
」
と
言
っ
て
笑
っ
て
き
た
。

　

以
前
は
裏
の
家
の
人
と
白
菜
な
ど
の
野
菜
の
や
り
取
り
な
ど

を
し
た
が
、
今
は
畑
は
や
っ
て
い
な
い
。
公
営
住
宅
の
部
屋
は

Ａ

※
※

棟
の
1
階
を
希
望
し
た
ら
こ
の
部
屋
に
な
っ
た
。
片
方
の
隣

は
埼
玉
生
ま
れ
の
若
い
人
で
お
ば
あ
さ
ん
は
知
っ
て
い
る
人
。

も
う
片
方
は
東
京
に
行
っ
て
い
た
人
だ
。
端
の
家
の
人
は
同
級

生
な
の
で
会
え
ば
話
を
す
る
。

　

昔
は
歩
い
て
畑
に
行
っ
て
い
た
の
で
足
腰
に
は
自
信
が
あ
っ

た
が
急
に
弱
く
な
っ
た
。
津
波
の
年
の
正
月
ま
で
は
正
座
し
て

般
若
心
経
を
読
ん
で
い
た
が
、
正
座
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
宮

古
市
の
病
院
に
通
っ
て
い
る
。（
平
成
26
年
）3
月
に
下
血
で
貧

血
を
起
こ
し
て
倒
れ
た
。
胃
カ
メ
ラ
を
飲
ん
で
も
原
因
が
解
ら

な
か
っ
た
が
、
22
～
23
歳
ご
ろ
に
胃
を
病
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の

で
、
胃
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
え
て
い
な
い
。
仮
設
に
い

息
子
と
一
緒
な
ら
安
心
だ

畠
山
孝
男
さ
ん 

辰
子
さ
ん

（
小
本
災
害
公
営
住
宅
に
入
居
）

た
時
に
小
学
生
か
ら
も
ら
っ
た
サ
ボ
テ
ン
が
大
き
く
な
っ
て
き

た
の
で
、
小
学
校
の
裏
の
倉
庫
に
鉢
を
取
り
に
行
っ
て
分
け
て

植
え
た
。
肥
料
を
工
夫
し
て
育
て
て
い
る
。
夏
に
サ
フ
ラ
ン
を

植
え
る
予
定
で
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

※　小本地区にある商店。被災後小本仮設団地の隣の仮設商店街に入ったが、新たに三陸鉄道小本駅近くに再建した
※※鉄筋コンクリート造 2階建

■ 

家
は
す
っ
か
り
流
さ
れ
た

　

仕
事
は
酒
造
り
で
、
箱
石
千
寿
子
さ
ん
の
酒
屋
で
50
年
世

話
に
な
っ
た
。「
龍
甲
」
と
い
う
銘
柄
の
酒
を
造
っ
て
い
た
。
妻

も
そ
こ
で
働
い
て
い
て
知
り
合
っ
た
。
箱
石
さ
ん
か
ら
土
地
を

50
坪
買
っ
て
家
を
建
て
た
が
、
今
回
、
町
に
買
い
上
げ
ら
れ
た
。

　

家
は
す
っ
か
り
流
さ
れ
て
、
3

日
く
ら
い
た
っ
て
か
ら
見
に
行
っ
た

時
は
何
も
な
か
っ
た
。
小
さ
い
家

だ
っ
た
が
、
近
所
の
新
し
い
家
も

蔵
も
全
部
流
さ
れ
て
い
て
、
そ
の

光
景
に
涙
が
出
た
。
小
本
小
学
校

ま
で
水
が
来
て
い
た
の
で
、
相
当

9



大
き
い
津
波
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
岩
泉
（
地
区
）
に
向

か
う
途
中
で
川
に
た
く
さ
ん
松
が
流
れ
て
い
る
の
も
見
た
。

　

小
本
仮
設
に
3
年
住
ん
で
慣
れ
た
の
で
、
こ
の
小
本
災
害
公

営
住
宅
よ
り
良
か
っ
た
気
が
す
る
。
仮
設
の
壁
の
薄
さ
も
そ
れ

ほ
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ご
近
所
と
も
な
じ
ん
で
い
た
。

小
本
で
は
上か

み

と
下し

も

に
地
域
が
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域

内
で
の
付
き
合
い
だ
っ
た
が
、
小
本
仮
設
で
は
隣
や
そ
の
隣
が

同
級
生
だ
っ
た
の
で
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。

■ 

新
し
く
家
を
建
て
る
よ
り  

公
営
住
宅
を
選
ん
だ

　

私
は
新
し
く
土
地
を
購
入
し
て
家
を
建
て
る
こ
と
を
希
望
し

た
が
、
妻
が
「
子
ど
も
に
借
金
を
残
す
の
は
ど
う
か
」
と
反
対

し
た
。「
大
牛
内
（
地
区
）に
土
地
を
求
め
よ
う
」
と
言
っ
た
が
、

妻
は
、
上
水
道
が
来
て
い
な
い
こ
と
と
、
車
の
運
転
が
で
き
な

い
の
で
一
人
に
な
っ
た
ら
困
る
と
反
対
し
た
。
い
ろ
い
ろ
相
談

し
て
公
営
住
宅
に
入
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
の
Ｂ※

棟
の
角
部
屋
を
選
ん
だ
の
は
、
見
学
に
来
た
時
に
道

路
か
ら
入
っ
て
す
ぐ
な
の
と
、
隣
が
な
い
の
で
窮
屈
な
感
じ
が

な
い
こ
と
が
い
い
と
思
っ
た
か
ら
で
、
他
に
希
望
す
る
人
は
い

な
か
っ
た
の
で
決
ま
っ
た
。

　
（
平
成
26
年
）5
月
10
日
に
引
っ
越
し
て
ま
だ
少
し
し
か
た
っ

て
い
な
い
が
、
住
み
心
地
と
し
て
は
、
広
く
な
っ
た
せ
い
か
寒

い
。
仮
設
は
ス
ト
ー
ブ
一
つ
で
暖
か
だ
っ
た
が
、
こ
こ
は
寒
い
の

で
灯
油
が
た
く
さ
ん
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

2
階
に
は
2
部
屋
あ
り
、
今
は
ア
パ
ー
ト
に
住
ん
で
い
る
40

代
の
次
男
が
ゆ
く
ゆ
く
は
入
居
す
る
予
定
だ
。
不
便
な
と
こ
ろ

は
、
棚
が
高
く
て
使
え
な
い
こ
と
だ
。
物
干
し
も
高
す
ぎ
て
踏

み
台
を
使
っ
て
い
る
。
突
っ
張
り
棒
で
別
に
棚
を
作
っ
て
い
る

人
も
い
る
。
物
干
し
の
軒
が
な
い
の
も
不
便
だ
。
建
物
に
手
を

加
え
ら
れ
な
い
の
で
物
が
片
付
か
な
い
。
あ
と
は
外
で
使
え
る

水
道
が
あ
る
と
作
物
が
洗
え
て
よ
い
。

　

普
段
は
、
こ
こ
か
ら
4
㎞
先
に
あ
る
カ
モ
イ
カ
（
丘
）
に
毎

朝
通
っ
て
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
作
っ
て
い
る
が
、
売
っ
た
り
は
し

な
い
。
買
い
物
は
山
口
屋
さ
ん
を
利
用
し
て
い
る
。

　

今
朝
も
花
の
鉢
を
世
話
し
な
が
ら
ご
近
所
で
語
ら
っ
て
い

た
の
で
、
こ
れ
か
ら
公
営
住
宅
の
人
た
ち
と
な
じ
ん
で
い
く

と
思
う
。

■ 

「
あ
あ  
変
わ
っ
て
い
く
な
」

　

住
む
場
所
が
決
ま
っ
た
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。
年
金
暮
ら
し

※木造 2階長屋建
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第 1章　ふるさとをつくる

な
の
で
、
使
い
す
ぎ
て
借
金
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
子
ど
も

は
男
の
子
2
人
で
、
長
男
は
千
葉
県
に
い
る
が
、
次
男
と
こ
こ

で
一
緒
に
暮
ら
せ
ば
安
心
で
き
る
。

　

花
の
鉢
植
え
も
置
け
る
。
仮
設
で
西
和
賀
町
の
老
人
ホ
ー
ム

か
ら
苗
を
も
ら
っ
た
。
花
の
世
話
は
好
き
だ
。
2
階
か
ら
工
事

を
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
あ
あ
変
わ
っ
て
い
く
な
と
感
じ
る
。

　
■ 

小
さ
く
て
も
よ
い
か
ら
2
階
建
て
に
し
た
か
っ
た

　

地
震
の
時
は
家
に
い
た
。
と
に
か
く
大
き
い
地
震
で
、
普
通

じ
ゃ
な
い
と
思
っ
た
。
そ
の
2
日
前
に
も
大
き
い
地
震
が
あ
っ

た
の
で
、
あ
る
程
度
避
難
の
準
備
は
し
て
あ
っ
た
。
地
震
が
起

き
た
後
、
息
子
は
消
防
団
活
動
で
出
て
い
っ
た
の
で
、
荷
物
を

積
ん
で
一
人
で
車
に
乗
り
、
山
を
一
つ
越
え
た
実
家
に
避
難
し

た
。
当
初
は
1
晩
か
2
晩
で
帰
れ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
29
日

間
避
難
し
て
い
た
。避
難
所
だ
と
情
報
も
支
援
物
資
も
入
る
が
、

実
家
だ
っ
た
の
で
あ
ま
り
情
報
が
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
町
民
会
館
に
1
週
間
、
温
泉
ホ
テ
ル
に
１
カ
月
、
そ
れ
か

ら
仮
設
に
移
っ
た
。

　

流
さ
れ
た
家
を
見
た
の
は
津
波

の
次
の
日
だ
っ
た
。
息
子
が
来
て

「
家
の
方
は
ダ
メ
だ･･･

」
と
言
っ

て
一
緒
に
見
に
行
っ
た
。
家
は
流
さ

れ
ず
に
あ
っ
た
が
、
1
階
は
全
く
駄
目
で
2
階
は
大
丈
夫
だ
っ

た
。
本
当
は
す
ぐ
に
で
も
建
て
直
し
た
か
っ
た
が
、
地
盤
が
沈

下
し
て
危
険
地
域
な
の
で
再
建
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
解
除
に
な
り
、
40
～
50
㎝
か
さ
上
げ
す

れ
ば
建
て
ら
れ
る
と
聞
い
て
、
建
て
る
こ
と
を
決
め
た
。

　

息
子
は
賛
成
し
て
く
れ
た
。
や
っ
と
自
分
の
家
を
建
て
ら
れ

る
と
思
い
、
う
れ
し
か
っ
た
。
息
子
も
い
る
の
で
、
小
さ
く
て

も
い
い
か
ら
2
階
建
て
に
し
た
か
っ
た
。

　

建
て
直
す
工
事
に
2
カ
月
か
か
っ
た
。（
平
成
26
年
５
月
の
）

連
休
の
後
引
っ
越
し
て
き
た
。
住
ん
で
約
2
カ
月
に
な
る
。

■ 
景
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

　

ま
ち
の
中
心
が
三
陸
鉄
道
の
小
本
駅
周
辺
に
移
っ
て
き
て
し

ま
っ
て
い
る
。
小
本
小
学
校
も
山
口
屋
さ
ん
も
移
っ
て
し
ま
っ

た
。
震
災
前
は
周
り
に
も
全
部
家
が
あ
っ
た
が
、
今
は
ま
ば
ら

元
の
土
地
を
か
さ
上
げ
し
て
建
て
た

野
崎
ア
イ
子
さ
ん

（
元
の
場
所
に
自
宅
再
建
）
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で
景
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
災
害
公
営
住
宅
に
移
っ
た
人

も
多
い
。
集
団
移
転
地
を
選
ん
で
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
た
方

が
良
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
が
、
自
分
の

家
が
で
き
て
落
ち
着
い
た
の
で
、
復
興
を
感
じ
た
。
皆
さ
ん
に

大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

　

普
段
は
山
口
屋
さ
ん
で
お
買
い
物
を
し
て
い
る
が
、
山
口
屋

さ
ん
が
移
転
し
た
の
で
少
し
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ち
ら

で
再
建
し
て
く
れ
た
ら
な
ぁ
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。
車
に
乗
っ

て
行
け
ば
い
い
こ
と
だ
け
ど
、
い
つ
ま
で
運
転
で
き
る
か
分
か

ら
な
い
。
移
動
の
販
売
車
が
来
て
く
れ
れ
ば
雨
の
日
や
外
に
出

ら
れ
な
い
時
に
便
利
だ
と
思
う
。

年
に
津
波
が
来
て
33
年
作
り
上
げ

た
財
産
が
全
部
な
く
な
り
、
裸
一

貫
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
元
の
家

は
海
に
か
な
り
近
か
っ
た
が
、
ま

さ
か
あ
ん
な
津
波
が
来
る
と
は
思

わ
な
か
っ
た
。

　

津
波
か
ら
1
週
間
く
ら
い
し

て
、
家
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
見
に
行
っ
た
。
小
本
小
学
校
の

体
育
館
に
、
2
階
の
桐
の
た
ん
す
に
入
れ
て
あ
っ
た
訪
問
着

な
ど
が
濡
れ
な
い
で
置
い
て
あ
っ
た
。
写
真
は
ビ
ニ
ー
ル
の
袋

に
入
れ
た
ま
ま
の
形
で
友
達
の
家
の
茶
の
間
に
あ
っ
た
。
着

物
が
見
つ
か
っ
た
の
は
良
か
っ
た
。
洗
濯
代
に
10
万
円
か
か
っ

た
が
、
金
婚
式
に
着
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

小
本
の
仮
設
に
抽
選
で
入
り
3
年
住
ん
だ
。（
平
成
27
年
の
）

3
月
が
く
れ
ば
4
年
に
な
る
が
、
復
興
は
ま
だ
ま
だ
だ
。

■ 
子
ど
も
た
ち
の
泊
ま
れ
る
広
さ
の
家
が
あ
れ
ば

　

新
し
く
建
て
る
家
は
平
屋
で
よ
い
し
、
子
ど
も
た
ち
が
盆
や

正
月
に
来
て
泊
ま
れ
る
ぐ
ら
い
の
部
屋
が
あ
れ
ば
い
い
と
思
う
。

元
の
家
の
と
こ
ろ
は
、山
付
堤
防
に
な
っ
た
の
で
建
て
ら
れ
な
い
。

分
譲
地
を
見
学
し
な
が
ら

本
村
稔
さ
ん  

リ
ウ
子
さ
ん

（
集
団
移
転
地
に
新
築
予
定
）

■ 

見
つ
か
っ
た
訪
問
着
を
金
婚
式
に
妻
が
着
た

　

妻
は
も
と
も
と
小
本
の
出
身
。
私
は
盛
岡
市
の
在
で
、
岩

手
県
北
交
通
と
い
う
会
社
で
小
本
・
宮
古
間
の
定
期
バ
ス
の

運
転
手
を
し
て
い
た
。
妻
の
実
家
の
古
い
家
を
建
て
直
し
て

か
ら
32
年
た
っ
た
と
こ
ろ
で
屋
根
を
葺
き
替
え
た
が
、
次
の

12
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※旧住宅金融公庫

　
（
平
成
26
年
の
）
お
盆
の
時
に
集
団
移
転
地
の
分
譲
地
の
見

学
が
あ
る
の
で
、
見
て
か
ら
ど
こ
の
場
所
に
す
る
か
考
え
る
。

三
陸
鉄
道
小
本
駅
の
裏
の
移
転
地
は
駅
に
近
く
て
便
利
だ
が
、

津
波
が
来
て
い
る
。
私
た
ち
の
希
望
地
は
交
差
点
の
と
こ
ろ
で
、

三
陸
鉄
道
の
線
路
の
裏
だ
。
災
害
は
い
つ
何
が
起
こ
る
か
分
か

ら
な
い
の
で
、
高
め
の
場
所
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
三
陸
鉄

道
と
今
度
で
き
る
自
動
車
道
路
（
三
陸
沿
岸
道
路
）
は
同
じ
く

ら
い
の
高
さ
に
な
る
よ
う
だ
。
日
陰
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
が
、

風
が
通
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。

　

土
地
の
広
さ
は
90
数
坪
と
70
数
坪
の
2
種
類
あ
る
が
、
70

坪
の
方
に
し
て
家
を
が
っ
ち
り
造
っ
た
方
が
い
い
か
な
と
思
っ

て
い
る
。
消
費
税
も
材
料
も
上
が
っ
て
い
る
の
で
、
2
千
万
円

以
上
掛
か
る
よ
う
で
大
変
だ
。
二
人
だ
け
な
ら
公
営
住
宅
で
も

よ
い
が
、
隣
近
所
に
気
を
使
う
の
で
小
さ
な
家
で
も
い
い
の
で

建
て
る
こ
と
に
し
た
。
住※

宅
金
融
支
援
機
構
か
ら
で
も
借
り
れ

ば
、
小
さ
い
家
な
ら
建
て
ら
れ
る
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

仙
台
市
あ
た
り
で
は
補
助
が
1
千
万
円
く
ら
い
出
る
と
い
う

話
も
あ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
5
0
0
～
6
0
0
万
円

だ
。
年
寄
り
に
は
お
金
は
貸
し
て
く
れ
な
い
し
、
借
り
入
れ
は

3
5
0
万
円
が
上
限
で
あ
る
。
補
助
金
は
後
か
ら
出
る
の
で
、

最
初
に
自
分
の
お
金
が
必
要
だ
か
ら
困
る
。
新
し
く
買
っ
た
土

地
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
担
保
に
借
り
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。

■ 

不
安
も
あ
る
が
元
気
を
出
そ
う

　

仮
設
に
い
る
人
の
中
に
は
、
新
し
い
土
地
に
建
て
よ
う
と
い

う
人
も
い
る
。
も
と
も
と
小
本
で
も
上か

み

と
下し

も

に
地
域
が
分
か
れ

て
い
て
、
運
動
会
で
も
上か

み

と
下し

も

の
対
抗
だ
っ
た
の
で
対
抗
意
識

が
あ
る
人
も
い
る
。
山
口
屋
さ
ん
が
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
ほ
ど
に

あ
っ
た
。

　

集
団
移
転
地
で
は
隣
近
所
が
誰
に
な
る
か
が
分
か
ら
な
い
。

暮
ら
し
て
い
る
う
ち
に
慣
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
最
初
は
気
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

買
い
物
は
山
口
屋
に
行
っ
た
り
岩
泉
（
地
区
）
に
行
っ
た
り
、

生
協
の
宅
配
な
ど
を
使
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
大
き
な
も
の
は

宮
古
市
か
岩
泉
（
地
区
）
に
買
い
に
行
く
。

　

大
牛
内
（
地
区
）
に
い
と
こ
の
平
屋
の
家
を
借
り
て
、
ふ
と

ん
な
ど
支
援
し
て
も
ら
っ
た
も
の
を
入
れ
て
い
て
4
年
に
な
る

が
、
い
つ
ま
で
も
借
り
て
い
ら
れ
な
い
。
今
度
の
冬
で
こ
ん
な

生
活
も
終
わ
り
に
し
た
い
。
ま
だ
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば
た
ま
ら

な
い
。
元
気
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
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小
本
地
区
に
活
力
を
！

■ 

何
で
も
か
ん
で
も
話
を
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
…

　

震
災
当
初
は
情
報
が
な
か
な
か
う
ま
く
伝
わ
ら
ず
、
町
の
情

報
が
う
わ
さ
話
み
た
い
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。「
こ
れ
は
き
ち
ん
と
伝

え
な
く
て
は･･･

」
と
い
う
こ
と
で
、

被
災
後
約
1
カ
月
た
っ
た
頃
、
町

と
小
本
住
民
の
役
員
の
人
た
ち
で

定
例
会
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
は
移
転
の
候
補
地
や
高

台
移
転
の
話
が
出
て
き
て
、
会
の
結
成
は
我
々
住
民
の
声
を
あ

げ
て
い
く
た
め
に
必
要
だ
っ
た
。

　

メ
ン
バ
ー
は
当
初
は
８
人
、
40
～
50
代
の
人
た
ち
が
中
心
で

こ
れ
か
ら
の
小
本
を
引
っ
張
っ
て
い
く
人
た
ち
だ
。
会
を
つ
く

り
た
い
と
声
を
掛
け
た
時
、
み
ん
な
「
自
分
が
動
か
な
く
て
は

…
」
と
い
う
思
い
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
違
う
意
見
が
あ
っ
て
も

い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
判
断
材
料
に
な
る
。
何
で
も
か
ん
で
も
話

を
ま
と
め
る
と
い
う
体
制
で
は
な
く
、
強
制
力
の
な
い
緩
や
か

な
会
で
あ
る
。

　

平
成
24
年
５
月
に
町
長
に
提
言
書
を
提
出
し
た
。
提
言
は

移
転
の
候
補
地
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
震
災
の
時
に
問
題
の

あ
っ
た
こ
と
を
解
消
し
て
い
く
た
め
に
6
項
目
に
ま
と
め
た
。

提
出
前
に
は
住
民
の
意
見
も
聞
い
た
。

　

そ
の
後
、
被
災
し
た
元
の
場
所
に
暮
ら
す
人
や
み
な
し
仮
設

の
人
も
入
り
、
メ
ン
バ
ー
は
15
人
ま
で
増
え
た
。

■ 
住
民
の
意
見  

町
の
情
報
―
情
報
を
正
し
く
伝
え
た
い

　

主
な
活
動
は
住
民
の
意
見
を
吸
い
上
げ
た
り
、
町
の
情
報
を

正
し
く
公
平
に
伝
え
る
活
動
で
あ
る
。
他
に 

「
ち
ぎ
り
絵
」
を

　

住
民
の
意
見
も
町
の
情
報
も
正
し
く
伝
え
よ
う
と
、
被

災
後
す
ぐ
に
「
小
本
を
思
う
会
」
が
立
ち
上
が
っ
た
。
そ

れ
は
、
4
年
を
経
て
新
し
い
緩
や
か
な
関
係
の
構
築
を
模

索
し
て
い
る
。「
小
本
を
元
気
に
す
る
会
」
に
よ
る
「
夢
あ

か
り
」
な
ど
の
活
動
も
続
い
て
い
る
。

　

い
ち
早
く
立
ち
上
げ
ら
れ
た
仮
設
店
舗
、
ロ
ー
ソ
ン
の

出
店
、
山
口
屋
な
ど
地
元
の
商
店
の
復
活
、
三
陸
鉄
道
の

復
旧
な
ど
で
、
地
域
の
人
々
の
生
活
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。

復
興
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て

小
本
を
思
う
会　

代
表　

三
浦 
義
昭
さ
ん
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開
催
し
、
家
に
閉
じ
こ
も

り
が
ち
な
仮
設
生
活
の
人

に
外
に
出
て
も
ら
う
き
っ

か
け
を
つ
く
る
な
ど
し
た
。

キ
ャ
ン
ド
ル
を
「
3
・
11
」

と
並
べ
る
企
画
を
立
て
、

役
場
の
小
本
支
所
長
や
総

務
課
と
相
談
。
小
本
地
域

振
興
協
議
会
と
と
も
に
メ

モ
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
の
一
部

と
し
て
実
施
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

復
興
課
と
の
意
見
交
換
会
・
勉
強
会
な
ど
も
行
っ
た
。
平
成

25
年
11
月
の
1
回
目
の
意
見
交
換
会
で
は
具
体
的
な
話
が
出
て

こ
な
か
っ
た
が
、
平
成
26
年
６
月
の
２
回
目
の
時
は
具
体
的
な

話
が
出
て
き
た
。
当
初
被
災
し
た
土
地
は
事
業
を
起
こ
さ
な
い

と
町
は
買
い
取
り
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
移
転
地
に

移
る
人
に
つ
い
て
は
土
地
を
買
い
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

住
宅
再
建
の
他
に
土
地
を
購
入
す
る
と
い
う
苦
し
い
状
況
だ
っ

た
の
が
解
消
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
買
い
取
り
の
話
が
出
る
前

に
、
戻
っ
て
再
建
し
て
し
ま
っ
た
人
も
い
る
。
複
雑
な
思
い
が
あ

る
と
思
う
。
も
う
少
し
早
く
分
か
っ
て
い
れ
ば
…
…
。

■ 

離
れ
て
い
て
も
小
本
と
切
れ
る
こ
と
は
な
い

　
「
小
本
を
思
う
会
」
は
い
つ
か
は
消
滅
す
る
会
だ
が
、
復
興

へ
の
つ
な
ぎ
に
な
れ
ば
と
思
う
。
震
災
か
ら
4
年
が
経
過
し
、

復
興
も
い
ろ
い
ろ
見
え
て
き
て
動
き
が
出
て
き
て
い
る
。
新
し

い
自
治
会
・
ま
ち
づ
く
り
を
ど
う
し
て
い
く
か
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
本
部
落
会
（
以
前
か
ら
の
自
治
会
）、

移
転
地
の
新
し
い
自
治
会
と
で
協
議
会
を
つ
く
っ
た
ら
ど
う
か

と
い
う
話
が
あ
る
。
自
治
会
は
違
っ
て
も
互
い
に
緩
や
か
に
つ

な
が
っ
て
い
き
た
い
。
神
社
の
こ
と
な
ど
共
通
す
る
こ
と
も
あ

る
。
被
災
前
と
被
災
後
で
は
町
の
中
心
が
移
っ
て
し
ま
う
が
、

離
れ
て
い
て
も
関
係
が
切
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
小
本
は
、
交
流
人
口
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な

い
。
岩
泉
に
し
か
な
い
も
の
を
う
ま
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た

い
。
漁
業
だ
け
で
は
生
活
が
難
し
い
の
で
、
体
験
し
た
り
、
来

て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
交
流
人
口
を
増
や
す
べ
き
だ
。
漁
業
に

限
ら
ず
農
業
も
酪
農
も
、
若
い
人
に
「
地
元
で
働
く
か
な
ぁ
」

と
思
っ
て
も
ら
え
れ
ば
良
い
と
思
う
。

撮影：三浦トシ子
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■ 

小
本
は
人
の
つ
な
が
り
が
強
い
と
こ
ろ

　

経
営
し
て
い
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
（
小
本
郵
便
局
の
斜
め

向
か
い
）
は
津
波
で
2
ｍ
く
ら
い
浸
水
し
た
。
土
砂
が
流
れ
込

み
、
自
動
販
売
機
も
倒
れ
た
。
3
月
14
日
に
は
重
機
が
入
っ
て

土
砂
を
片
付
け
て
く
れ
、
建
物
は
骨
組
み
を
残
し
て
1
週
間
ぐ

ら
い
で
再
建
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

自
宅
は
1
階
が
全
部
浸
水
し
た
が
2
階
は
大
丈
夫
だ
っ
た
。

片
付
け
は
隣
組
や
親
戚
な
ど
み
ん
な
が
協
力
し
て
く
れ
た
。
小

本
は
人
の
つ
な
が
り
が
強
い
と
こ
ろ
だ
。
お
か
げ
で
（
被
災
し

た
年
の
）
5
月
の
連
休
に
は
直
し
て
引
っ
越
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

小
本
駐
在
所
の
所
長
が
転
勤
に
な
っ
た
の
で
、
5
月
末
に
送

別
会
を
開
い
た
。
そ
の
時
に
「
何
で
も
い
い
か
ら
何
か
や
ら
な

け
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
小

本
を
元
気
に
す
る
会
」
が
立
ち
上

が
り
、
会
長
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

メ
ン
バ
ー
は
当
初
7
人
だ
っ
た
が
、

民
生
委
員
の
人
も
含
め
て
10
人
く

皆
で
や
る
気
を
！

小
本
を
元
気
に
す
る
会　

会
長　

竹
花 

純
一
さ
ん

ら
い
に
な
っ
た
。

■ 

バ
ラ
バ
ラ
に
分
か
れ
て
住
む
人
た
ち
を
ま
と
め
よ
う
と

　

た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
実
施
し
て
い
る
。
小※

本

夢
灯
り
夕
涼
み
会
を
は
じ
め
、
仮
設
商
店
街
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

セ
レ
モ
ニ
ー
、
復
興
お
も
と
青
空
市
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
へ
の
協
力
な
ど
だ
。

　

8
月
1
日
の
迎
え
盆
に
「
夢
灯
り
」
を
や
ろ
う
と
い
う
案
が

女
性
メ
ン
バ
ー
か
ら
出
た
。
み
ん
な
で
考
え
、
漁
協
女
性
婦
人
部

の
人
に
も
声
を
掛
け
て
、
集
会
所
な
ど
に
集
ま
っ
て
作
っ
た
。
3

年
続
い
て
い
る
。
費
用
は
小
本
地
域
振
興
協
議
会
か
ら
ろ
う
そ

く
代
と
し
て
8
0
0
0
円
助
成

し
て
も
ら
い
、
そ
の
ほ
か
か
ら
も

協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

小
本
は
も
と
も
と
経
済
的
に

豊
か
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
海
も

山
も
畑
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
の
こ
と
を
や
っ
て
い

れ
ば
良
か
っ
た
。

　

家
が
残
っ
た
人
と
壊
れ
た
人

※震災からの早期復興を祈念し、8月 1日のお盆の迎え火に合わせ、『夢灯り』を町道小本中野線沿いに並べる

撮影：箱石京子
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第 1章　ふるさとをつくる

の
二
つ
に
分
か
れ
る
か
と
思
っ
た
が
、
家
が
壊
れ
た
人
の
中
で

も
、
再
建
し
た
人
と
公
営
住
宅
に
入
る
人
で
分
か
れ
て
し
ま
っ

た
。
森
の
越
の
公
営
住
宅
に
入
居
し
た
人
は
岩
泉
（
地
区
）
の

人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
小
本
に
は
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
た
人
た
ち
を
ま
と
め
る
の
が
イ
ベ
ン
ト

の
役
割
の
一
つ
だ
と
思
う
。

■ 

三
陸
縦
貫
道
が
で
き
る
と

―

　

若
い
人
が
減
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
一
度
町
の
外
に
出
る
と

戻
っ
て
こ
な
い
。
若
い
人
の
雇
用
を
創
設
し
よ
う
と
会
社
を
誘

致
し
て
も
、
他
の
地
域
か
ら
雇
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
先

頭
に
立
っ
て
く
れ
る
人
が
い
れ
ば
み
ん
な
が
協
力
し
て
く
れ
る

の
で
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
れ
る
人
間
を
育
て
れ
ば
そ
の
人

が
引
っ
張
り
上
げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

三
陸
縦
貫
道
が
で
き
る
と
大
分
変
わ
る
と
思
う
。
素
通
り
さ

れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
海
が
あ
る
の
で
モ

※
※

シ
竜
ロ
マ

ン
ク
ル
ー
ズ
な
ど
あ
れ
ば
高
速
道
路
を
降
り
て
立
ち
寄
る
だ
ろ

う
。

　

被
災
し
て
更
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
は
何
を
作
っ
て
も
管
理

が
大
変
な
の
で
、
原
っ
ぱ
み
た
い
に
自
然
の
ま
ま
残
す
の
が
良

※※ 乗船体験と被災地ガイドで、津波防災とともにモシ竜化石（日本で初めて発見された恐竜化石）が発見された地
層や海の魅力などを伝えるクルーズ

い
と
思
う
。
箱
物（
大
き
な
建
物
）を
造
る
と
後
が
負
担
に
な
っ

て
し
ま
う
。

　

高
齢
化
に
対
す
る
対
策
は
何
も
せ
ず
、「
自
分
で
や
っ
ぺ
」

と
い
う
方
が
良
い
と
思
う
。
役
所
へ
要
望
す
る
よ
り
も
自
分
で

や
る
と
い
う
気
持
ち
の
方
が
大
事
だ
と
思
う
。
高
齢
に
な
っ
て

車
が
運
転
で
き
な
く
な
っ
た
時
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

■ 

良
い
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
た

　
「
再
出
発
は
、
こ
こ
し
か
な
い
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
自

分
の
土
地
と
他
の
地
権
者
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
て
、
場
所
を
決

め
る
こ
と
が
で
き
た
。
土
地
を
持
っ
て
い
た
の
が
良
か
っ
た
と

思
う
。
平
成
26
年
6
月
に
開
店
し
た
。
道
路
際
で
お
客
の
来

や
す
い
場
所
だ
。
駐
車
場
も
確
認

で
き
、
良
い
ス
タ
ー
ト
が
切
れ
た

と
思
っ
て
い
る
。

　

今
は
毎
日
働
け
る
こ
と
が
幸
せ

で
、
何
も
な
く
じ
っ
と
し
て
い
る
と

新
し
い
店
で
皆
の
生
活
を
支
え
る

㈲
山
口
屋 

取
締
役　

山
口　

守
さ
ん
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や
り
き
れ
な
く
な
る
。
津
波
で
店
を
失
っ
た
時
は
、
社
長
に
は

失
業
保
険
が
出
な
い
の
で
無
事
だ
っ
た
商
品
を
仮
設
の
青
空
市

場
で
売
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
地
域
の
人
た
ち
が
温
か
い
声
と
コ
ー

ヒ
ー
を
く
れ
、
あ
り
が
た
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
ま
だ

仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
る
。
家
が
決
ま
れ
ば
気
持
ち
も
落
ち
着

く
と
思
う
。

■ 

鮮
魚
も
扱
え
る

　

仮
設
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
こ
こ
が
近
く
て
便
利
と
、
買

い
物
に
来
て
く
れ
る
。
車
で
の
買
い
物
が
多
い
。
工
事
関
係
者

の
売
り
上
げ
が
増
え
て
い
る
。
仕
事
帰
り
の
人
も
い
る
の
で
、

夜
8
時
ま
で
店
を
開
け
て
い
る
。

　

前
よ
り
大
き
な
店
舗
に
で
き
た

の
で
、
扱
う
商
品
は
変
わ
ら
な
い

が
、
新
鮮
な
魚
を
多
く
陳
列
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
生
魚
を
扱
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ツ
オ
や
サ
バ
を

切
り
分
け
て
売
っ
て
い
る
。

　

以
前
は
ウ
ニ
の
加
工
も
や
っ
て
い

た
が
、
工
場
も
設
備
機
器
も
壊
れ
、

再
開
の
工
事
が
遅
れ
て
い
る
。
漁
師
の
人
た
ち
に
は
時
期
ご
と

に
獲
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
加
工
の
仕
事
が
再
開
で
き
れ
ば
、

尚
、
望
ま
し
い
。

■ 

顔
な
じ
み
の
よ
さ
を
活
か
し
て

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ロ
ー
ソ
ン
が
近
く
、
ロ
ー
ソ
ン
の

方
が
買
い
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
顔
な
じ
み
の

良
さ
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
地
元
の
強
さ
が

あ
る
。

　

仮
設
商
店
街
は
こ
ち
ら
に
移
る
気
配
は
な
い
が
、米
屋
、ラ
ー

メ
ン
屋
、畳
屋
、サ
ッ
シ
屋
が
戻
っ
て
き
た
。
道
路
が
つ
な
が
り
、

学
校
が
で
き
れ
ば
ま
ち
の
形
が
で
き
て
、
三
陸
鉄
道
の
小
本
駅

周
辺
が
中
心
街
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
元
の
み
ん
な
で
お

互
い
知
恵
を
出
し
合
い
、
小
本
を
活
性
化
さ
せ
た
い
。

■ 

み
ん
な
が
働
く
場
所
を
求
め
て
い
る

　

加
工
工
場
が
復
旧
し
、
継
続
的
に
で
き
る
仕
事
が
確
保
さ

れ
れ
ば
、
居
住
者
も
増
え
活
気
が
出
て
く
る
。
働
く
場
所
を

み
ん
な
が
欲
し
が
っ
て
い
る
。
若
い
人
が
増
え
れ
ば
子
ど
も

も
増
え
る
。

18



第 1章　ふるさとをつくる

　

高
い
と
こ
ろ
は
津
波
の
被
害
は
な
か
っ
た
が
、
三
鉄
小
本
駅

の
と
こ
ろ
ま
で
水
が
来
た
。
水
は
怖
い
け
ど
、
盛
り
土
を
し
た

ら
客
は
不
便
に
感
じ
る
と
思
い
盛
り
土
は
し
て
い
な
い
。

　

い
つ
津
波
が
来
る
か
と
不
安
が
あ
る
。
昨
日
も
地
震
が
あ
っ

採算を度外視して

　震災前は宮古市で 2店舗経営してい
たが、一軒は無事、一軒は店舗が全壊
だった。自宅も流され、今も宮古市の
仮設住宅に住んでいる。

　出店については、岩泉町長からローソン本部に出店依頼が
あり、復興の工事の人たちの食事や買い物のために出店して
欲しいという内容だった。小本での出店は予定していなかっ
たが、役に立ちたかったので、採算を度外視して平成 24年
に出店した。

　当初、地元の年配者や家族連れ、近くの工場の従業員が
来てくれた。工場は 24時間稼働なので夜間の休憩時間に
買いに来るお客さんもいる。最近は山口屋さんも出店し、
工事関係者も増えてお客さんも多い。日用品、作業用品、
アイス、ジュース、惣菜がよく売れているが、化粧品の動
きは少し悪い感じがする。復興工事が一段落した後どうな
るか気になる。

24時間、灯りのついている安心感
　山口屋さんは仲間とは思っているがライバルでもある。山口
屋さんは生鮮食品、野菜・魚などで、ローソンは日用品と飲み
物、ケーキなどのデザートが主であり、山口屋さんが閉店した
後から買い物に来るお客さんもいる。夜間の来店数は少ない
が、24時間通して明かりがついていることは、売上げがどう
こうではなく安心感につながっていると思う。
　人口減少は小本だけではないが、残っていくためには魅
力あるまちにすることで、外からどれだけ人が来るかを考
える必要がある。長い目で見れば自然を生かした観光が必
要だと思うが、復興が済んだら観光ですぐに集客というの
は難しいので、今来ている人たちを大事にしていくことが
将来につながると思う。
　三陸縦貫道ができればお客さんは通過してしまうかもしれ
ない。岩泉町の頑張りにかかっているので協力していきたい。

ローソン小本店オーナー　中野 裕伸さん
復興の役に立ちたい

た
が
、
て
ん
で
ん
こ
（
て
ん
で
ん
ば
ら
ば
ら
）
に
逃
げ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
パ
ー
ト
さ
ん
が
来
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、

注
意
報
が
出
た
ら
す
ぐ
に
逃
げ
る
よ
う
に
伝
え
た
。
二
度
と

あ
っ
て
欲
し
く
な
い
し
、
犠
牲
者
も
出
し
た
く
な
い
。
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できるところからの運行再開
　被災後は直ちに全列車を止め、3月 13日、社長と二人で
現場を見て歩いた。道路はがれきで埋まり、たくさんの人が
線路を歩いていた。高台にある線路は津波をかぶらないで済
んだ所も多く、そこが生活道路となっていた。
　被害は大きかったが、津波に流された線路は実際のところ

総延長の 1割弱、距離的には約 6km程度だった。そこでまず、動かせるところ
は動かそうと決めた。余震が頻繁に続くので、列車の速度を落として安全対策を
とった。
　今、沿線から見ていると、がれきはすべて片付いたが、やっとかさ上げが始まっ
たくらいで、駅周辺の復興は遅れていて人がいない状況になっているところが多
い。「昼の列車は超満員だが朝夕はパラパラ」という震災前との逆転現象が顕著で、
それが一番の課題になっている。地元の固定的なお客さんがいない、ということで、
小本のように「駅を中心としたまちづくり」を各市町村にお願いしている。

三陸鉄道は大切な観光資源
　以前から「観光」、「交流人口の拡大」は事業の大きな柱だった。それが被災後
の「フロントライン研修」や「震災学習列車」につながった。震災学習列車は、
昨年は 6,000人、今年は 10,000人を超えるだろうといわれる活況を呈している。
こうした分野に力を入れてお客さんを伸ばしていくのが今の活動の柱の一つだ。
　団体ばかりでなく、個人の観光客をどう取り込むかも課題だ。「三陸鉄道に乗る」
ということがツアーに入っていればお客さんが来る。三陸鉄道は観光の重要なツー
ルの一つになっていることを地元の人はあまり気付いていないのかもしれない。
美しい景勝地を三陸鉄道でつないで、初めて「あ
あ面白い」ということが成立している。三陸鉄道
が観光の資源になっていることを認識して欲しい。

小本駅を復興のモデルに！
　小本駅の乗降客数は他の駅ほど減っていないの
ではないか。小本駅の防災拠点施設ができるとそ
こに観光センターも入ることになっているし、期待している。
　地元の客の減少をどう戻すか、人口減少時代に戻せるものでもないかもしれな
いが、まちづくりと連携し、行政とも協力して少しでも努力したい。小本駅は復
興モデルの一つとなるだろう。

三陸鉄道株式会社 旅客サービス部長　冨手 淳さん
復興の牽引役として

撮影：長崎基一
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第
2
章

明
日
の
岩
泉
を
担
う

地
震
と
津
波
は  

平
穏
な
日
常
を
一
変
さ
せ
た

そ
の
日
か
ら
4
年
に
近
い
歳
月
が
流
れ

小
学
生
は
中
学
生
に  

高
校
生
や
大
学
生
は
社
会
人
に
な
っ
た

抱
い
て
い
た
夢
や
希
望  

志
は
変
わ
っ
た
か

ふ
る
さ
と
へ
の
思
い
は
変
わ
っ
た
か
…

若
い
世
代
が
描
く

新
し
い
ふ
る
さ
と
の
姿
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今
は
親
の
仕
事
の
手
伝
い
と
い
う

か
、
後
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
ガ
ラ

ス
施
工
を
し
て
い
ま
す
。

　

震
災
の
時
は
、
学
校
の
春
休
み
で

小
本
の
実
家
に
戻
っ
て
き
て
い
ま
し

た
。
小
本
地
区
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

よ
り
ち
ょ
っ
と
海
の
方
に
行
っ
た
と

こ
ろ
で
小
屋
の
解
体
を
し
て
い
た
ら
、

地
震
が
来
て
避
難
所
の
方
に
走
っ
て
逃

げ
ま
し
た
。

　

自
宅
は
１
ｍ
く
ら
い
浸
水
し
て
住
め

な
か
っ
た
の
で
、
最
初
は
い
と
こ
の
家

に
い
た
の
で
す
が
、
家
族
は
仮
設
が
で

き
て
か
ら
は
仮
設
に
入
り
、
仮
設
に

入
っ
て
い
る
間
に
自
宅
を
直
し
て
今
も

そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

自
分
は
仮
設
が
で
き
る
前
に
春
休
み

が
終
わ
っ
た
の
で
、
八
戸
市
の
学
校
の

寮
に
戻
り
ま
し
た
。
学
校
を
卒
業
し
て

か
ら
仙
台
市
で
就
職
し
て
２
年
い
た
後

小
本
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

　

自
分
の
将
来
像
で
す
が
、
元
か
ら
親

の
仕
事
を
引
き
継
ぐ
っ
て
い
う
形
で
い

ま
し
た
の
で
、
被
災
前
と
後
で
そ
ん
な

1 

将
来
像
は
変
わ
っ
た
の
か
？

 

◆
仕
事
は
何
を
し
て
い
ま
す
か
？

 

◆
被
災
し
て
自
分
自
身
の
将
来
像
は
変
わ
り
ま
し
た
か
？

大
場
彬あ
き

央ひ
さ
さ
ん—

も
と
も
と 

親
の
仕
事
を
引
き
継

ぐ
つ
も
り
だ
っ
た

若い世代が描く  新しい小本

座談会

被災を乗り越え
社会人となった若い世代の 5 人
伝統文化の継承、産業の活性化
歩いて楽しいまちづくりなど
無理をしない 自然体の発言の中に
新しいふるさとへの熱い思いがある
（平成 26年 7月 6日に小本地区生活改善センターで実施）
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第 2章　明日の岩泉を担う

に
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。

　

岩
泉
町
役
場
で
働
い
て
い
ま
す
。
平

成
26
年
で
4
年
目
で
す
。

　

震
災
の
時
は
、
４
月
か
ら
岩
泉
町
役

場
に
採
用
が
決
ま
っ
て
い
た
の
で
、
も

う
ア
パ
ー
ト
を
引
き
払
っ
て
小
本
に

帰
っ
て
き
て
い
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
家
に
い
る
時
に
地
震
が
来

て
、
母
と
２
人
で
避
難
所
に
逃
げ
ま
し

た
。
自
宅
は
１
ｍ
ち
ょ
っ
と
浸
水
し
た

の
で
避
難
所
生
活
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
仮
設
が
で
き
る
前
に
自
宅
を
直
し

て
、
今
は
自
宅
に
住
ん
で
い
ま
す
。
家

に
戻
っ
た
の
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

震
災
前
か
ら
役
場
に
就
職
が
決
ま
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
頃
は
漠
然
と

「
役
場
っ
て
安
定
し
て
い
る
し
…
」
く

ら
い
の
気
持
ち
で
い
た
の
で
す
が
、
役

場
職
員
が
被
災
者
の
皆
さ
ん
の
た
め
に

一
生
懸
命
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

て
、
自
分
の
意
識
が
変
わ
っ
た
か
な
と

い
う
風
に
思
い
ま
す
。
3
月
中
は
ま
だ

職
員
に
な
る
前
だ
っ
た
の
で
危
な
い
所

に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
全
国
か

ら
い
た
だ
い
た
支
援
物
資
の
整
理
な
ど

の
お
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は

時
間
通
り
に
終
わ
れ
る
の
で
す
が
、
職

員
は
何
時
に
帰
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら

な
い
状
態
で
し
た
。

　

岩
泉
町
役
場
の
臨
時
職
員
で
、
町
立

小
本
保
育
園
で
保
育
補
助
の
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。

　

震
災
当
時
は
今
と
は
別
の
岩
泉
の
職

場
で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
地

震
に
遭
い
、
震
災
当
日
は
職
場
の
方
の

家
に
避
難
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
震
災

３
日
目
に
避
難
所
だ
っ
た
龍
泉
洞
温
泉

ホ
テ
ル
で
家
族
と
合
流
し
ま
し
た
。
携

帯
電
話
も
繋
が
ら
な
か
っ
た
の
で
、
役

場
に
行
っ
て
家
族
が
ど
こ
に
避
難
し
て

い
る
の
か
確
認
し
て
合
流
し
ま
し
た
。

小
成
未み

華か

さ
ん—

仕
事
の
選
択
は
変
わ
ら
な
い
の

で
す
が 
意
識
が
変
わ
っ
た
か
な

鈴
木
麻ま

衣い

子こ

さ
ん—

震
災
前
も
保
育
の
仕
事
に

携
わ
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
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自
宅
は
2
ｍ
ほ
ど
浸
水
し
、
２
カ
月

ほ
ど
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
そ
の
間
に
自

宅
を
直
し
て
、
今
も
そ
こ
に
住
ん
で
い

ま
す
。

　

震
災
前
か
ら
将
来
は
保
育
の
仕
事
に

携
わ
り
た
い
な
と
思
っ
て
い
て
現
在
保

育
の
仕
事
に
就
け
て
い
る
の
で
、
将
来

像
も
特
に
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。

　

岩
泉
町
役
場
で
働
い
て
い
ま
す
。
２

年
目
で
す
。

　

震
災
の
時
は
盛
岡
市
に
い
て
、
そ
の

日
に
小
本
に
戻
っ
て
く
る
予
定
だ
っ
た

の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
小
本
に
戻
ろ
う

と
し
た
時
に
地
震
が
来
て
、
ど
う
な
っ

た
か
な
と
思
い
つ
つ
も
大
丈
夫
だ
ろ
う

と
、
そ
の
ま
ま
盛
岡
市
に
１
カ
月
く
ら

箱
石
純じ
ゅ
ん
い
ち
一
さ
ん—

み
ん
な
高
齢
者
だ
っ
た
の
で

や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
と
思
っ
て
戻
っ
た

い
い
た
後
小
本
に
戻
り
ま
し
た
。

　

震
災
の
夜
に
携
帯
電
話
が
つ
な
が

り
、
家
は
２
ｍ
く
ら
い
浸
水
し
て
１
階

は
全
部
ダ
メ
に
な
っ
た
こ
と
を
知
り
ま

し
た
が
、
建
物
が
残
っ
た
の
で
今
も
そ

こ
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

大
学
を
卒
業
し
た
ら
小
本
に
帰
っ
て

こ
よ
う
と
は
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
の
時
は
別
に
何
を
や
ろ
う
と
は
決
め

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
震
災
を
き
っ
か

け
に
と
言
い
ま
す
か
、
震
災
後
の
後
片

付
け
を
し
て
い
る
時
も
自
宅
周
辺
に
は

私
と
弟
よ
り
年
下
の
人
が
い
な
く
て
、

み
ん
な
高
齢
者
だ
っ
た
の
で
「
や
っ
ぱ

り
こ
れ
は
若
い
力
が
必
要
だ
ろ
う
」
と

思
っ
て
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
役
場
の
教

育
委
員
会
で
勤
務
し
て
い
ま
す
が
、
岩

泉
町
は
本
当
に
広
い
の
で
町
内
の
学
校

を
行
き
来
す
る
の
に
も
時
間
が
か
か
り

ま
す
。

　

小
本
支
所
の
近
く
に
あ
る
（
株
）
エ

フ
ビ
ー
と
い
う
会
社
で
働
い
て
い
ま
す
。

本
社
は
山
田
町
に
あ
り
ま
す
が
工
場
が

小
本
に
あ
り
、
小
本
で
就
職
し
た
か
っ

た
の
で
決
め
ま
し
た
。
技
術
職
に
就
き

た
か
っ
た
の
で
、
加
工
の
仕
事
が
で
き

鈴
木
善よ
し

貴た
か
さ
ん—

も
と
も
と
地
元
で

就
職
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

24



第 2章　明日の岩泉を担う

る
工
場
が
小
本
に
あ
り
良
か
っ
た
で
す
。

　

仕
事
に
関
し
て
の
将
来
像
は
震
災
後

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

自
宅
は
2
ｍ
浸
水
し
仮
設
住
宅
に
2

カ
月
ほ
ど
住
み
、
今
は
自
宅
を
直
し
て

住
ん
で
い
ま
す
。

　

七
頭
舞
は
小
学
校
の
４
年
生
か
ら
６

年
生
ま
で
は
学
校
で
や
り
ま
す
が
、
中

学
校
か
ら
は
や
り
た
い
人
が
集
ま
っ
て

や
り
ま
す
。
保
存
会
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
時
に
保
存
会

か
ら
「
や
ら
な
い
か
」
と
い
う
声
が
掛

か
っ
て
、
そ
こ
で
大
人
に
な
っ
て
か
ら

も
続
け
て
い
く
感
じ
で
す
。

　

定
期
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す

2 

小
本
に
お
け
る
若
い
人
の
絆
は
？

 

◆
中※

野
七
頭
舞
な
ど
の
伝
統
芸
能
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
か
？

 

◆
新
し
く
で
き
た
絆
は
あ
り
ま
す
か
？

大
場
さ
ん—

中
学
校
を
卒
業
す
る
時
に

保
存
会
か
ら
声
が
掛
か
っ
て

が
、
地
方
な
ど
か
ら
公
演
依
頼
が
あ
る

と
行
っ
て
踊
り
ま
す
。
冬
の
公
演
は
そ

れ
ほ
ど
な
い
の
で
す
が
、
夏
に
は
毎
週

か
２
週
間
に
１

回
く
ら
い
あ
り

ま
す
。
大
体
そ

れ
ぞ
れ
の
人
が

演
じ
る
道
具
が

決
ま
っ
て
い
る

の
で
、
ぶ
っ
つ

け
本
番
で
踊
り

ま
す
。

　

七
頭
舞
保
存
会
で
は
公
演
に
行
く
メ

ン
バ
ー
は
そ
の
時
々
で
行
け
る
人
が
行

き
ま
す
。
自
分
は
去
年
（
平
成
25
年
）

は
３
回
か
４
回
や
っ
た
く
ら
い
で
す
。

道
具
は
7
種
類
で
す
の
で
、
最
低
７
人

い
れ
ば
で
き
る
か
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

　

職
場
に
も
保
存
会
の
方
が
い
る
の
で

気
軽
に
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
小
本
に
は 

“
小
本

さ
ん
さ
”（
伝
統
芸
能
）
っ
て
い
う
の
が

あ
っ
て
、
親
の
代
（
50
代
、
60
代
）
ま

で
は
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
小
本

に
も
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
で
、“
小

本
さ
ん
さ
”
は
や
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。

今
は
中
学
校
の
体
育
祭
で
や
っ
て
い
る

ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。

箱
石
さ
ん—

職
場
に
も
七
頭
舞
保
存
会
の

人
が
い
る

※小本地区の郷土芸能。現在小本地区には中野七頭舞、中里七ツ舞、大牛内七ツ舞、中島七ツ舞の
4つの郷土芸能がある
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小
本
へ
の
こ
だ
わ
り
は
強
い
で
す

ね
。県
内
の
情
報
誌
と
か
見
て
い
て
も
、

例
え
ば
イ
ベ
ン
ト
情
報
に
七
頭
舞
が
出

演
と
書
い
て
あ
れ
ば「
お
っ
！
」と
か
っ

て
や
っ
ぱ
り
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
龍※

泉
洞
の
写
真
が
載
っ
て
い
て
も
「
あ
ー

載
っ
て
る
、
載
っ
て
る
」
と
は
思
い
ま

す
が
、
や
は
り
小
本
を
思
う
気
持
ち
の

方
が
強
い
で
す
。

　

こ
の
時
期
（
７
月
）
に
な
る
と
海
に

行
き
た
い
な
っ
て
思
う
の
で
す
け
ど
、

小
本
の
海
は
ち
ょ
っ
と
以
前
の
形
で
は

3 

小
本
へ
の
愛
着
は
？

 
◆
岩
泉
町
の
中
で「
小
本
」に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
か
？

 
◆
小
本
で
一
番
好
き
な
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
小
本
の
特
長
だ
と
い
う
と

こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
？
　
　

鈴
木（
麻
）さ
ん—

「
七
頭
舞
が
出
演
」
と

書
い
て
あ
れ
ば
「
お
っ
！
」

な
い
の
で
、
あ
ま
り
近
寄
り
た
く
な
い

の
が
本
音
で
す
。

　

砂
浜
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

水
切
り
で
遊
ん
だ
り
も
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
海
で
遊
ぶ
の
が
好

き
だ
っ
た
の
で
残
念
で
す
。

　

三
陸
鉄
道
も
町
内
に
駅
が
あ
る
の
は

小
本
だ
け
な
の
で
、
私
の
中
で
は
結
構

愛
着
が
強
い
で
す
ね
。
中
学
生
く
ら
い

ま
で
は
よ
く
乗

り
ま
し
た
。
で

も
大
人
に
な
っ

て
か
ら
は
ほ
と

ん
ど
乗
る
機
会

が
な
い
で
す
。

　

岩
泉
町
で
海
が
あ
る
の
が
小
本
だ
け

な
の
で
、
こ
だ
わ
り
は
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
今
の
時
期
（
７
月
）
だ
と
ウ
ニ

漁
が
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
が
放
送
で

流
れ
て
く
る
と
、
あ
ー
も
う
そ
の
季
節

だ
な
っ
て
思
っ
た
り
し
ま
す
。
あ
と
、

親
戚
付
き
合
い
な
ど
で
ウ
ニ
を
も
ら
っ

た
り
す
る
と
、
そ
う
い
う
季
節
が
来
た

な
っ
て
い
う
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
小
本
の
良
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
「
自
分
は
小
本
出
身
だ
」
と
い
う
気

持
ち
が
強
い
で
す
。

　

自
分
も
海
が
一
番
で
す
ね
。　
　
　

鈴
木（
善
）さ
ん—

ウ
ニ
の
こ
と
が
放
送
で
流
れ
て
く

る
と 

も
う
そ
の
季
節
だ
な
っ
て

撮影：織笠清

※岩泉町にある鍾乳洞。国指定天然記念物。日本三大鍾乳洞のひとつ

大
場
さ
ん—

震
災
前
の
海
と
は
ち
ょ
っ
と
変

わ
っ
て  

寂
し
い
と
い
う
感
じ
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第 2章　明日の岩泉を担う

開
し
た
と
思
い
ま
す
。
物
を
調
達
し
た

り
し
て
、
今
は
普
通
に
仕
事
を
す
る
く

ら
い
に
は
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
も
「
小
本
出
身
」
と
い
う
意
識
が

強
い
で
す
。

父
は
地
震
の
時
ち
ょ
う
ど
船
に
乗
っ
て

い
た
の
で
、
沖
に
逃
げ
た
ん
で
す
よ
。

な
の
で
、
船
は
助
か
っ
た
ん
で
す
が
、

倉
庫
や
道
具
は
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
で
も
震
災
か
ら
１
年
し
な
い
で
再

　

広
い
所
が
海

し
か
な
か
っ
た

の
で
、
岩
場
で

探
検
し
た
り
、

浜
で
花
火
と
か

し
ま
し
た
。

　

震
災
前
の
海
と
は
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

て
し
ま
っ
て
、
寂
し
い
と
い
う
感
じ
は

あ
り
ま
す
。「
自
分
は
小
本
出
身
」
と

い
う
気
持
ち
は
私
も
強
い
で
す
。

　

私
も
や
っ
ぱ
り
一
番
い
い
と
こ
ろ
は

海
か
な
と
思
い
ま
す
。頻
繁
に
見
に
行
っ

た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、

父
が
漁
師
っ
て
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
海

か
ら
の
恩
恵
は
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て

い
る
の
が
大
き
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

小
成
さ
ん—

海
か
ら
の
恩
恵
は

た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
い
る

撮影：田中道雄

4 

ど
う
い
う
小
本
で
あ
っ
て
欲
し
い
か
？

 

◆
ど
ん
な
小
本
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
か
？

 

◆
更
地
に
な
っ
て
い
る
被
災
地
の
利
用
方
法
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で

し
ょ
う
か
？

鈴
木（
善
）さ
ん—

若
い
人
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

七
頭
舞
の
よ
う
な
つ
な
が
り
が

も
っ
と
あ
っ
た
方
が
よ
い　

　

七
頭
舞
の
よ
う
な
つ
な
が
り
の
部
分

が
も
っ
と
あ
っ
た
方
が
よ
い
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
自
分
は
七
頭
舞
保
存
会
に

は
入
っ
て
な
い
で
す
が
、
中
学
生
の
時

小
本
の
お
祭
り
で
“
さ
ん
さ
踊
り
”
に

立
候
補
し
て
や
っ
た
り
し
ま
し
た
。
そ

う
い
う
部
分
で
の
つ
な
が
り
を
中
学

生
、
高
校
生
と
か
10
代
、
20
代
前
半
の

若
い
人
に
対
し
て
何
か
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
盛
り
上
げ
た
い
し
、
そ
う
い
う
の
が

も
っ
と
あ
っ
た
方
が
い
い
の
か
な
っ
て

思
い
ま
す
ね
。

　

若
い
人
が
働
く
場
所
と
、
あ
と
は
小

さ
い
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
場
所
、
公
園
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が
で
き
る
と
い
い
で
す
。
震
災
前
は
小

学
校
に
遊
具
が
あ
っ
た
の
で
小
さ
い
子

ど
も
た
ち
が
そ
こ
で
遊
ん
だ
り
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
は
そ
う
い
う
の
が
あ
り

ま
せ
ん
。
小
中
学
生
と
か
が
長
期
休
み

に
な
る
と
遊
ぶ
場
所
が
近
く
に
な
い
の

で
、
会
社
に
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル
が
あ

る
ん
で
す
が
そ
れ
を
借
り
に
来
る
ん
で

す
よ
。
結
局
、
ボ
ー
ル
を
貸
し
て
あ
げ

た
り
場
所
を
貸
し
て
あ
げ
た
り
と
な
り

ま
す
。
や
は
り
、
遊
ぶ
場
所
、
例
え
ば

公
園
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
で
き
て
、
そ

こ
で
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
が
遊
べ
る
と

い
い
で
す
。
公
園
み
た
い
な
と
こ
ろ
が

あ
れ
ば
、
若
い
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん

と
子
ど
も
た
ち
で
遊
び
に
行
け
た
り
で

き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
場
所
が

で
き
て
元
気
な
ま
ち
に
な
っ
て
欲
し
い

で
す
。

　

新
し
い
小
本
は
つ
く
ら
れ
て
は
い
ま

す
け
ど
、建
て
替
え
ら
れ
る
小
本
駅（
三

陸
鉄
道
）
を
中
心
に
活
性
化
し
て
も
ら

え
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。
小
・
中
学
校

も
町
内
の
学
校
が
結
構
統
合
し
て
減
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
ず
っ
と
無

く
さ
な
い
で
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

小
本
小
、
小
本
中
は
震
災
前
と
場
所
は

変
わ
っ
て
も
残
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い

と
思
い
ま
す
。
９
月
の
半
ば
く
ら
い
に

や
っ
て
い
た
小
本

八
幡
宮
の
お
祭
り

も
震
災
以
降
は
あ

ま
り
大
々
的
に
は

や
っ
て
い
な
い
で

す
が
、
そ
う
い
う

の
も
復
活
し
て
欲

し
い
で
す
。
震
災
前
は
「
鮭
ま
つ
り
」

と
い
っ
て
小
本
駅
の
広
場
の
と
こ
ろ
で

開
催
し
て
い
た
の
で
す
が
、
今
は
「
復

興
祈
願
お
も
と
青
空
市
」
と
い
う
名
前

に
な
っ
て
い
ま
す
。
前
の
よ
う
な
形
に

戻
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
住
み
や
す
い
ま
ち
に
な
っ

て
く
れ
る
の
が
一
番
だ
と
思
い
ま
す
。

　

小
本
の
良
い
所
は
ど
ん
ど
ん
発
信
し

て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
き
っ
か
け
に
小
本
に
住
ん
で
み
た
い

と
い
う
の
も
と
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

若
者
が
い
つ
ま
で
も
た
く
さ
ん
い
る

場
所
で
い
て
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
ロ
ー
ソ
ン
ま
で
の
１
㎞
ぐ
ら

い
の
距
離
で
も
車
で
行
く
よ
う
な
時
代

な
の
で
、
ち
ょ
っ
と
仕
方
な
い
か
も
し

れ
な
い
で
す
け
ど
、
い
っ
ぱ
い
い
ろ
い

ろ
な
人
が
歩
い
て
い
る
よ
う
な
活
性
化

す
る
よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
に
な
れ
ば
い

鈴
木（
麻
）さ
ん—

小
本
の
良
い
所
は
ど
ん
ど
ん
発
信

し
て  

歩
い
て
も
楽
し
い
ま
ち
に　
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今
の
小
本
の
雰
囲
気
が
結
構
好
き
で

す
。
せ
っ
か
く
港
と
鉄
道
と
高
速
道
路

が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
人
が
集
ま
る

条
件
と
し
て
は
整
っ
て
い
る
の
で
、
宮

古
市
と
ま
で
は
い
か
な
い
で
す
け
ど
、

岩
泉
地
区
く
ら
い
ま
で
に
は
小
本
を
大

き
く
し
て
、
人
が
集
ま
っ
て
に
ぎ
や
か

に
な
れ
ば
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

や
は
り
雇
用
が
な
け
れ
ば
人
も
集
ま

ら
な
い
と
思
う
の
で
、
㈱
エ
フ
ビ
ー
と

か
岩
手
ア
ラ
イ
㈱
と
か
の
企
業
も
あ
る

の
で
、
頑
張
っ
て
も
ら
っ
て
雇
用
を
生

み
出
し
て
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま

た
昔
の
よ
う
な
活
気
の
あ
る
小
本
に

な
っ
て
い
っ
て
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

被
災
跡
地
は
、
津
波
と
い
う
か
震
災

の
記
録
館
的
な
感
じ
の
も
の
が
で
き
た

思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
普
通
の
光
景

が
戻
っ
て
く
れ
ば

い
い
な
と
思
い
ま

す
。
小
本
駅
も
完

成
予
定
図
を
見
る

と
す
ご
く
近
代
的

で
、
な
ん
か
小
本
に
そ
ぐ
わ
な
い
な
と

思
う
の
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
の
は
時

代
の
流
れ
と
か
あ
る
の
で
仕
方
な
い
か

な
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
他
の
部
分

で
は
日
常
が
戻
っ
て
く
れ
ば
い
い
な
と

い
う
風
に
思
い
ま
す
。

　

住
み
や
す
い
ま
ち
の
た
め
に
病
院
が

あ
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
病
院
は
震

災
前
に
は
一
つ
診
療
し
て
い
た
の
で
す

が
閉
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。　
　
　

　

被
災
跡
地
は
、
昔
か
ら
地
域
に
公
園

が
無
か
っ
た
の
で
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
場

所
に
す
る
と
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

い
な
と
思
い
ま
す
。
今
は
あ
ま
り
歩
い

て
い
る
人
が
い
な
く
て
、
歩
い
て
い
る

の
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
か
お
じ
い
ち
ゃ

ん
と
か
車
に
乗
ら
な
い
よ
う
な
人
た
ち

ば
っ
か
り
な
の
で
、
歩
い
て
も
楽
し
い

よ
う
な
ま
ち
に
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

学
校
の
場
所
が
変
わ
っ
た
り
し
て
も

震
災
前
の
普
通
の
光
景
が
戻
っ
て
く
れ

ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。
今
の
時
期

に
な
れ
ば
昼
に
「
明
日
ウ
ニ
の
口
開
け

で
す
」
っ
て
い
う
サ
イ
レ
ン
が
流
れ
て
、

次
の
日
に
海
の
方
が
に
ぎ
や
か
に
な
っ

て
、
み
ん
な
で
ウ
ニ
を
む
い
て
、
み
た

い
な
の
で
す
。
今
は
ウ
ニ
を
捕
り
に
行

く
人
が
以
前
よ
り
少
な
い
の
か
な
っ
て

小
成
さ
ん—

震
災
前
の
普
通
の
光
景
が
戻
っ

て
く
れ
ば
い
い  

住
み
や
す
い
ま

ち
の
た
め
に
病
院
を

大
場
さ
ん—

岩
泉
地
区
く
ら
い
ま
で
大
き
く

し
て  

に
ぎ
や
か
に
な
れ
ば

撮影：金澤千鶴子
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ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

あ
と
は
、
七
頭
舞
が
あ
る
の
で
そ
の
練

習
の
場
所
と
か
が
あ
れ
ば
い
い
で
す
。

　

小
本
に
も
も
う
ち
ょ
っ
と
働
く
場
所

が
あ
っ
た
ら
い
い
の
か
な
、
と
は
思
い

ま
す
。

　

い
ま
の
小
本
に
は
、
自
分
と
同
年
代

の
若
い
人
っ
て
本
当
に
少
し
し
か
い
な

い
ん
で
す
。
ふ
と
し
た
と
き
に
は
寂
し

さ
を
感
じ
る
の
で
、
で
き
れ
ば
こ
と
あ

る
ご
と
に
飲
み
会
を
で
き
る
く
ら
い
に

友
達
が
い
て
く
れ
れ
ば
な
ぁ
と
思
っ
た

り
も
し
ま
す
。
学
生
の
時
と
か
に
ド
ラ

イ
ブ
を
し
て
み
た
り
、
ス
ポ
ー
ツ
と
か

を
し
て
遊
ん
で
い
た
よ
う
な
友
達
は
、

ほ
と
ん
ど
地
元
か
ら
出
て
行
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
で
き
れ
ば
同
年
代
と
遊

び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
の
頃
の
よ
う
な
活
気
が

小
本
に
戻
っ
て
き
て
く
れ
な
い
か
な
？

と
も
思
い
ま
す
。
震
災
後
に
発
刊
さ
れ

た
「
い
わ
て
地
誌
ア
ー
カ
イ
ブ
～
岩
泉
・

海
と
小
本
～
」（
岩
手
県
立
大
学
総
合

政
策
学
部
編
集
）
の
中
に
、
国
道
45
号

が
開
通
し
た
と
き
や
、
港
と
し
て
栄
え

て
い
た
こ
ろ
の
小
本
の
写
真
が
多
く

載
っ
て
い
て
、
昔
は
小
本
も
す
ご
く
に

ぎ
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て

知
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
親
戚
や
親

が
「
昔
は
小
本
に
も
飲
み
屋
は
も
ち
ろ

ん
、
映
画
館
が
あ
っ
た
り
、
大
き
な
旅

館
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
娯
楽
施

設
が
あ
っ
た
ん
だ
。」
と
言
っ
て
い
た
の

を
、「
本
当
か
よ
？
」
と
か
な
り
疑
っ
て

聞
い
て
い
ま
し
た
け
ど
、
証
拠
写
真
を

見
た
の
で
、
今
は
信
じ
て
い
ま
す
。
そ

箱
石
さ
ん—

同
年
代
の
人
と
遊
び
た
い

活
気
あ
る
小
本
地
区
に
な
る
と
い
い

の
こ
ろ
の
こ
と
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
活

気
に
あ
ふ
れ
て
い
て
、
た
く
さ
ん
の
人

が
交
流
で
き
る
よ
う
な
小
本
地
区
に
な

れ
ば
い
い
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
跡
地
の
利
用
に
つ
い
て
で
す

が
、
今
の
ま
ま
で
も
い
い
よ
う
な
気
も

し
ま
す
。
た
だ
、
人
が
減
っ
た
た
め
か
、

小
本
の
街
中
で
も
犬
猫
以
外
の
動
物
を

見
る
こ
と
が
増
え
ま
し
た
。
こ
の
間
は

カ
モ
シ
カ
が
小
本
の
街
中
に
い
て
、
本

当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
こ
だ
け

は
ち
ょ
っ
と
怖
い
の
で
勘
弁
し
て
欲
し

い
で
す
が
…
。

撮影：田中道雄
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夢と希望と志と―中学生たちの意見
発言！

仮校舎での歳月
新校舎への期待
小本の魅力
それぞれの将来…
中学生 6 人の発言から見る
小本の復興と将来 （平成 26年 9月 12日に岩泉町立小本中学校仮設校舎で実施）

山
口
有あ

　
ま
　
ね

稀
音
さ
ん
（
３
年
）—

七
頭
舞
は
一
人
ひ
と
り
が
大
き
く
踊
っ
て  

し
な
や
か

に
踊
る
と
こ
ろ
が
す
ご
く
魅
力
的  

踊
り
だ
け
で
な
く 

伝
統
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
気
持
ち
を
伝
え
て
い
く

　

今
は
小
本
仮
設
住
宅
に
住
ん
で
い
ま

す
。

　

仮
設
校
舎
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、

自
分
の
学
校
が
あ
る
こ
と
が
う
れ
し

か
っ
た
。
震
災
後
初
め
て
大
牛
内
分
校

の
人
と
一
緒
に
体
育
祭
が
で
き
た
こ
と

も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
自
分
た
ち
は

卒
業
し
て
し
ま
う
の
で
新
校
舎
に
通
え

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
が
要

望
し
た
こ
と
が
入
っ
て
く
れ
れ
ば
良
い

な
あ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
多
目
的

ル
ー
ム
が
欲
し
い
と
か
、
水
道
を
も
っ

と
多
く
し
て
欲
し
い
と
か
些
細
な
こ
と

も
要
望
し
ま
し
た
。
音
楽
室
を
広
く
し

て
欲
し
い
と
か
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
欲

し
い
な
ど
で
す
。

　

七
頭
舞
は
小
本
の
伝
統
芸
能
で
と
て

も
大
切
な
も
の
な
の
で
、
下
級
生
に
は

踊
り
だ
け
で
な
く
、
伝
統
を
受
け
継
ぐ

と
い
う
気
持
ち
を
伝
え
て
い
く
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
が
大
き
く
踊
っ
て
、
し

な
や
か
に
踊
る
と
こ
ろ
が
す
ご
く
魅
力

で
す
。「
小
鳥
」
と
言
っ
て
扇
子
を
使

う
踊
り
は
女
子
が
踊
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
全※

国
中
学
校
総
合
文
化
祭
で
全
国

の
皆
さ
ん
に
七
頭
舞
を
披
露
で
き
る
の

は
う
れ
し
い
で
す
。

　

小
本
の
良
い
と
こ
ろ
は
地
域
の
方
々

が
優
し
く
温
か
い
こ
と
で
す
。

※ 平成 26年 12月に沖縄県で開催される第 14回全国中学校総合文化祭に、小本中学校は岩手県代表として「中野
七頭舞」で参加した
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龍

※
※

甲
岩
は
晴
れ
て
い
る
と
す
ご
く
き

れ
い
だ
し
、
浜
の
風
が
気
持
ち
い
い
。

　

活
気
の
あ
る
小
本
に
し
て
欲
し
い
の

で
、
観
光
客
を
呼
ん
だ
り
し
て
活
性
化

に
つ
な
げ
て
欲
し
い
。
今
や
っ
て
い
る

モ
シ
竜
ロ
マ
ン
ク
ル
ー
ズ
な
ど
続
け
て

欲
し
い
で
す
。
将
来
は
小
本
に
い
て
、

震
災
の
こ
と
を
県
外
の
人
に
伝
え
た
い

で
す
。

　

小
本
小
学
校
に
プ
ー
ル
が
で
き
て
、

あ
ま
り
使
わ
な
い
う
ち
に
震
災
で
使
え

な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の

で
、
新
し
い

校
舎
に
プ
ー

ル
が
で
き
た

ら
、
子
ど
も

た
ち
も
使
え

て
い
い
と
思

い
ま
す
。

三
浦
愛ま

な
み海
さ
ん
（
1
年
）—

震
災
前
の
よ
う
に

笑
顔
や
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
る

ま
ち
に
な
っ
て
欲
し
い

　

私
は
被
災
し
て
い
な
い
の
で
、
そ

の
ま
ま
の
住
ま
い
で
す
。

　

仮
設
校
舎
に
通
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
を
大
牛
内
分
校
の
子
と
一
緒
に

で
き
て
、
例
え
ば
、
こ
こ
の
校
庭
で

運
動
会
が
一
緒
に
で
き
た
の
が
良

か
っ
た
で
す
。

　

新
校
舎
は
、
4
階
建
て
な
こ
と
や

体
育
館
が
広
く
な
る
の
を
説
明
会
で

聞
い
て
い
る
の
で
、期
待
し
て
い
ま
す
。

　

七
頭
舞
は
踊
っ
て
い
る
私
た
ち
だ

け
で
な
く
、
見
て
い
る
人
に
も
元
気

を
与
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
魅
力

を
感
じ
て
い
ま
す
。
自
分
も
と
て
も

楽
し
く
思
え
る
し
、
地
域
の
人
も
元

気
に
な
っ
て
く
れ
ま
す
。

　

小
本
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
山
が
た

く
さ
ん
あ
り
、
空
気
も
き
れ
い
。
地

域
の
人
の
明
る
さ
や
優
し
さ
が
好
き

で
す
。

　

好
き
な
場
所
は
海
で
す
。

　

震
災
前
の
小
本
の
よ
う
に
笑
顔
や

笑
い
声
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
に
な
っ
て

欲
し
い
。

　

中
野
七
頭
舞
な
ど
の
中
学
生
も
取

り
組
め
る
活
動
を
し
て
い
き
た
い
で

す
。
将
来
は
小
本
で
、
海
が
近
い
の

で
漁
業
関
係
の
仕
事
に
つ
け
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

※※ 小本川河口にある岩
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伊
藤
航こ

う

大だ
い

さ
ん
（
1
年
）—

自
然
が
た
く
さ
ん
あ
り 

震
災

後
も
み
ん
な
が
支
え
合
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
好
き

　

今
は
被
災
前
に
住
ん
で
い
た
土
地

で
は
な
く
、
中
野
地
区
に
家
を
新
築

し
て
住
ん
で
い
ま
す
。

　

震
災
前
は
（
小
本
小
学
校
）
大
牛

内
分
校
と
あ
ま
り
授
業
を
一
緒
に
す
る

こ
と
が
な
か
っ
た
で
す
が
、
仮
設
校
舎

に
入
っ
て
、
分
校
の
人
た
ち
と
行
事
を

一
緒
に
し
て
交
流
が
で
き
て
良
か
っ
た

で
す
。

　

新
校
舎
（
平
成
28
年
3
月
完
成
予

定
）
の
説
明

会
な
ど
で
、

特
別
教
室
が

増
え
た
り
、

体
育
館
が
大

き
く
な
る
と
聞
い
た
の
で
い
い
と
思

い
ま
す
。
仮
設
校
舎
に
は
美
術
室
や

特
別
室
が
な
い
の
で
、
そ
こ
を
増
や

し
て
欲
し
い
で
す
。

　

七
頭
舞
は
み
ん
な
に
元
気
や
活
力
を

与
え
ら
れ
る
の
で
、
僕
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
を
受
け
継
い
で
い
き
た
い
で
す
。

　

小
本
は
自
然
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
震

災
後
も
み
ん
な
が
支
え
合
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
と
て
も
好
き
で
す
。
み
ん
な
が

優
し
く
て
、
初
め
て
来
た
人
も
す
ぐ
な

じ
め
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
小
本
が

震
災
前
よ
り
活
気
あ
ふ
れ
る
ま
ち
に

な
る
よ
う
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
精

い
っ
ぱ
い
頑
張
り
た
い
で
す
。

　

避
難
所
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し

て
い
る
人
に
助
け
ら
れ
た
の
で
、
自
分

も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
小
本
で
役
に
立
つ
よ

う
な
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

大牛内分校仮設校舎移転後に行わ
れた運動会（平成 25 年 5 月）
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り
だ
と
思
い
ま
す
。
踊
っ
て
い
る
人
、

囃
子
、
見
て
い
る
人
た
ち
、
み
ん
な
の

絆
が
深
ま
り
ま
す
。

　

小
本
の
良
い
と
こ
ろ
は
、自
然
が
多
く
、

海
が
あ
っ
て
き
れ
い
な
と
こ
ろ
で
す
。　

　

好
き
な
場
所
は
海
で
す
。

　

地
域
の
人
た
ち
が
手
を
取
り
合
っ

て
、
助
け
合
い
を
大
事
に
し
て
い
っ
て

欲
し
い
で
す
。
私
は
介
護
の
仕
事
で
助

け
た
い
で
す
。

　

将
来
は
小
本
に
残
っ
て
、
震
災
の
こ
と

を
県
外
の
人
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
。

　

今
、（
被
災
し
た
た
め
）
使
わ
れ
て

い
な
い
小
本
小
学
校
は
資
料
館
に
な
っ

た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

三
浦
望の

ぞ
み

さ
ん
（
2
年
）—

小
本
に
い
て

震
災
の
こ
と
を
県
外
の
人
に
伝
え
た
い

　

津
波
の
被
害
は
な
い
の
で
、
中
野
地

区
で
そ
の
ま
ま
の
住
ま
い
で
す
。

　

仮
設
校
舎
に
通
っ
て
、
最
初
は
大
牛

内
分
校
の
子
と
仲
良
し
に
な
る
方
法
が

分
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
笑
顔
で
接

し
て
く
れ
て
、
遊
び
に
も
来
て
く
れ
た

の
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

新
校
舎
は
、
私
た
ち
が
い
る
間
に
完

成
す
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

美
術
室
や
理
科
室
な
ど
の
特
別
教
室
を

広
く
し
て
、
ス
ペ
ー
ス
が
不
自
由
な
く

使
え
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
期
待
し

て
い
ま
す
。

　

七
頭
舞
は
、
踊
っ
て
い
る
と
気
持
ち

が
明
る
く
な
り
、
一
体
感
を
感
じ
て
、

見
て
い
る
人
に
も
勇
気
づ
け
ら
れ
る
踊

撮影：田中道雄
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佐
々
木
二に

千ち

斗と

さ
ん
（
2
年
）—

遠
く
か
ら
で
も

小
本
の
ま
ち
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
し
た
い

　

被
災
し
て
岩
泉
地
区
の
仮
設
に
入

り
、
今
は
三
陸
鉄
道
小
本
駅
近
く
の
災

害
公
営
住
宅
に
住
ん
で
い
ま
す
。

　

仮
設
校
舎
に
通
っ
て
心
に
残
っ
て
い

る
こ
と
は
、
有
名
な
人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
人
が
た
く
さ
ん
学
校
に
来
て
く
れ

た
こ
と
で
す
。
特

に
印
象
に
残
っ
て

い
る
の
は
テ
レ
ビ

番
組
の
「
志
村
ど

う
ぶ
つ
園
」
で
す
。

　

2
年
生
な
の
で

（
平
成
28
年
３
月
完

成
予
定
の
）
新
校

舎
に
入
れ
る
か
ど

う
か
微
妙
な
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
新

校
舎
の
説
明
会
に
参
加
し
て
、
4
階
建

て
な
の
に
び
っ
く
り
。
設
備
が
良
く
広

さ
も
良
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

七
頭
舞
は
小
学
校
か
ら
続
け
て
や
っ

て
き
た
の
で
、
今
ま
で
も
町
の
郷
土
芸

能
祭
や
演
芸
会
で
披
露
す
る
機
会
が
あ

り
ま
し
た
が
、
全
国
中
学
校
総
合
文
化

祭
と
い
う
大
き
な
舞
台
で
踊
る
の
は
初

め
て
で
緊
張
し
て
い
ま
す
。
七
頭
舞
は

小
本
を
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
で
自
分

た
ち
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
す
。
今

ま
で
続
け
て
き
た
七
頭
舞
を
全
国
の
皆

さ
ん
に
披
露
で
き
る
の
が
う
れ
し
い
で

す
。

　

小
本
の
良
い
と
こ
ろ
は
皆
が
活
気
に

あ
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。
時
々
小
本
で

祭
り
が
開
か
れ
る
と
人
が
い
っ
ぱ
い
来

て
活
気
が
あ
っ
て
好
き
で
す
。
活
気
が

あ
っ
て
誰
に
と
っ
て
も
住
み
や
す
い
ま

ち
で
あ
っ
て
欲
し
い
。

　

将
来
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
、

小
本
の
ま
ち
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
で

す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
し
て
い
き

た
い
。
技
術
的
な
物
づ
く
り
の
仕
事
を

し
た
い
の
で
、
都
会
の
方
が
学
べ
る
と

思
う
か
ら
、
都

会
に
出
て
み
た

い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

遠
く
か
ら
で

も
小
本
の
ま
ち

に
貢
献
で
き
る

こ
と
を
し
た
い

で
す
。

撮影：熊谷貴理子
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竹
花
侑ゆ

う

恭す
け

さ
ん
（
３
年
）—

七
頭
舞
が
復
活
し
た
時
は
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た

後
輩
に
も
ち
ゃ
ん
と
教
え
て

中
野
七
頭
舞
の
存
在
を
み
ん
な
に
知
ら
せ
た
い

　

津
波
の
被
害
を
受
け
た
の
で
、
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
が
建
て
た
中
野
地
区
の
家
に

住
ん
で
い
ま
す
。

　

岩
泉
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
時
は
岩

泉
地
区
の
人
た
ち
が
良
く
し
て
く
れ
た

の
で
、
何
も
不
自
由
は
な
か
っ
た
で
す

が
、
大
牛
内
分
校
内
の
仮
設
校
舎
に

移
っ
て
自
分
た
ち
の
た
め
だ
け
の
学
校

が
あ
る
こ
と
が
安
心
で
き
ま
し
た
。
体

育
祭
と
か
思
い
切
り
で
き
た
の
が
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

　

卒
業
す
る
た
め
、
自
分
は
新
校
舎
に

入
れ
な
い
の
で
す
が
、
1
年
生
の
時
か

ら
学
校
を
造
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
き
た

の
で
、
校
庭
が
広
か
っ
た
り
、
小
学
校

と
合
同
の
教
室
も
で
き
て
う
れ
し
い
で

す
。
後
輩
た
ち
が
不
自
由
な
く
過
ご
せ

る
学
校
に
な
っ
て
楽
し
い
思
い
出
を
つ

く
れ
る
学
校
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
。

　

小
学
校
に
入
る
前
の
保
育
園
の
時
も

七
頭
舞
を
見
て
き
た
の
で
、
小
学
校
4

年
生
に
な
っ
て
、
学
校
の
授
業
で
始
め

ら
れ
た
時
は
、
や
っ
と
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。ず
っ
と
教
わ
っ

て
き
た
の
で
、
震
災
後
で
き
な
く
な
り
、

寂
し
い
感
じ
に
な
り
ま
し
た
。
復
活
し

た
時
（
平
成
24
年
）
は
、
中
学
1
年
で

し
た
が
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

小
本
だ
け
の
七
頭
舞
な
の
で
、
今
度
は

全
国
中
学
校
総
合
文
化
祭
で
全
国
の
み

ん
な
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
れ

も
自
分
た
ち
が
伝
え
ら
れ
る
の
が
う
れ

し
い
で
す
。
後
輩
に
も
ち
ゃ
ん
と
教
え

て
中
野
七
頭
舞
の
存
在
を
み
ん
な
に
知

ら
せ
た
い
で
す
。
12
月
に
全
国
中
学
校

総
合
文
化
祭
に
出
演
す
る
の
で
、
今
は

毎
週
水
曜
日
だ
け
練
習
し
て
い
ま
す
が
、

本
番
が
近
づ
く
に
つ
れ
放
課
後
毎
日
練

習
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

七
頭
舞
は
自
分
た
ち
を
お
客
さ
ん
に

知
っ
て
も
ら
う
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
た
ち
、
踊
っ
て
い
る
人
と
お
客
さ

ん
と
を
つ
な
げ
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。

　

小
本
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
空
気
が
き

れ
い
で
美
味
し
い
こ
と
と
、
一
人
ひ
と

り
の
ま
ち
の
人
の
表
情
が
豊
か
で
、
す

ぐ
笑
顔
で
接
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
好
き

な
場
所
は
、
単
純
に
な
り
ま
す
が
学
校

が
好
き
で
す
。
同
年
代
の
子
ど
も
が
集
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ま
っ
て
ワ
イ
ワ
イ
で
き
る
の
が
い
い
で

す
。

　

ま
ち
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
が

ず
ー
っ
と
笑
顔
で
い
ら
れ
る
の
が
一
番

だ
と
思
い
ま
す
。
些
細
な
こ
と
で
も
小

本
が
笑
顔
で
い
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た

い
で
す
。
住
み
よ
い
ま
ち
に
す
る
に
は

病
院
も
必
要
だ
し
、
三
陸
鉄
道
小
本
駅

も
新
し
く
な
る
の
で
、
移
動
手
段
な
ど

お
年
寄
り
も
子
ど
も
も
気
軽
に
使
え
る

場
所
を
増
や
し
て
い
き
た
い
で
す
。
公

園
と
か
も
あ
っ
た
方
が
い
い
で
す
。

　

今
ち
ょ
う
ど
進
路
で
悩
ん
で
い
る
の

で
す
が
、
ふ
る
さ
と
の
自
然
を
守
る
た

め
に
で
き
る
こ
と
を
や
れ
た
ら
い
い
で

す
。
た
ぶ
ん
将
来
も
岩
手
県
内
に
い
る

と
思
う
の
で
、
宮
古
市
と
か
、
近
く
て

い
つ
で
も
帰
っ
て
来
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

仕
事
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

各地区の踊りを大切に
　中野七頭舞は、天保時代に神楽太夫が創始したと伝えら
れています。舞は、二人一組で 7種類の踊りがあり、荒れ
地を耕して田畑を造り、秋に収穫するというストーリーに
なっています。

　郷土芸能はどこもそうですが、中野七頭舞も興隆、衰退があり、今の保存会
は昭和 51年に発足しています。当時の会員で今も活動しているのは山本恒喜
さんと私だけです。会員は小本だけでなく、盛岡市や東京で仕事をしている仲
間など全国にいます。
　小本小学校が七頭舞を取り入
れるようになったのは昭和 53
年からです。当時、小本小学校
に赴任してきた先生が七頭舞に
感動し、その熱意でクラブ活動
が始まり、やがて授業になりま
した。山本さんも私も 1時間、
2時間と仕事の（次頁に続く）

中野七頭舞保存会会長　阿部一雄さん

苦しいときこそ頑張ろう、と踊る七頭舞

全国中学校総合文化祭（平成 26 年 12 月）
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合間をぬって指導し、子どもたちも 6年生が 4年生に教えるなどして継承し
ています。
　小本には、中野七頭舞だけでなく、中里七ツ舞、大牛内七ツ舞、中島七ツ舞
があります。今は小学校が統合されて小本小学校一つになりましたが、児童は
それぞれ自分たちが住む集落に伝承されている七頭舞（七ツ舞）に取り組みま
す。けれども子どもの数が減っているので、それぞれの舞を踊ることがだんだ
んと難しくなっています。
　中学校では中野七頭舞を踊ります。今年（平成 26年）、全国中学校総合文
化祭に出ることが決まり沖縄に行きますが、私は子どもたちに、「ただ踊れて
良かっただけではなく、歴史も覚えなければいけないよ」と話しました。各地
区の踊りも理解して大切にして欲しいと思っています。
　岩泉高校も平成元年から郷土芸能同好会で中野七頭舞を踊っています。

踊ることで元気になり 皆さんへの励ましになる
　私は今の保存会ができてからずっと活動を続けていますが、「無くせない、
絶やせない」という思いだけで続けてきたように思います。
　震災では、家が流されたり衣装が流されたりした会員もおり、中には親御さ
んかもしれませんが、衣装だけは持って逃げたという会員もいました。また七
頭舞を通して出会った皆さんから電話をいただいたり、東京から車で支援物資
を運んでくれたりといろいろな支援をいただき、すごくありがたかったです。
そして「全国の人や被災した人たちに元気な姿を見せて踊ってください」と
いう依頼があり、震災後の 2年間はとにかくあちこちで公演しました。踊る
ことで我々も元気になれるし、津波があっ
ても郷土芸能を続けて頑張っているところ
を見せることがみんなの励みになると思い、
一生懸命踊りました。昔も、コメが採れな
いときとか、苦しいときこそみんなで頑張
ろうと集まって踊った七頭舞ではないかと
思います。だから今こそ頑張らないといけ
ないと思うのです。

左側が阿部さん
（平成 24 年　復興祈願おもと青空市）

○ 岩泉高校郷土芸能同好会は第 38回全国高等学校総合文化祭に中野七頭舞で出場し、郷土芸能部門の優秀賞（文
化庁長官賞）を受賞しました。
○小本中学校は平成 26年 12月に沖縄県で開催される第 14回全国中学校総合文化祭に出場しました。
○ 岩泉町には、中野七頭舞のほかに、長田剣舞、二升石黒森流鹿踊附森山流大念佛、向町さんさ踊り、中里七ツ舞、
中島七ツ舞、大牛内七ツ舞、安家ナニャトヤラ、釜津田鹿踊などの郷土芸能があります。
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第
3
章

岩
泉
の
産
業

農
業  

漁
業  
酪
農  

製
造
業  

工
業  

観
光
業

第
一
次
産
業
か
ら
先
端
産
業
ま
で

岩
泉
に
は　

さ
ま
ざ
ま
な
産
業
が
そ
ろ
っ
て

こ
の
町
を
特
徴
づ
け
て
い
る

3
・
11
の
地
震
と
津
波
は

こ
の
産
業
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

お
客
さ
ん
の
減
少　

流
通
経
路
の
遮
断　

家
畜
に
食
べ
さ
せ
る
餌
の
入
手
困
難
な
ど

直
接
的  

間
接
的
な
被
害
が
あ
っ
た

被
災
か
ら
4
年
…
…

後
継
者
が
出
る
こ
と
を
楽
し
み
に
頑
張
る

結
果
が
目
に
見
え
る
仕
事
で
あ
る
楽
し
み
に
賭
け
る

伝
統
を
守
り
な
が
ら
も

時
代
に
合
っ
た
新
し
い
形
を
模
索
す
る
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定
置
網
漁
業
で
再
出
発

漁
業
者　

大
町
正
明
さ
ん
、
雅
宏
さ
ん

父
、
正
明
さ
ん
の
話

―

孫
の
み
う
ち
ゃ
ん
と
避
難
し
て

　

息
子
と
ワ
カ
メ
・
昆
布
の
養
殖
漁
業
を
し
て
い
た
。
震
災

の
年
は
例
年
よ
り
早
く
漁
に
備
え
て
ロ
ー
プ
や
浮
き
玉
な
ど

を
岸
壁
に
出
し
て
い
た
。
息
子
の
た
め
に
エ
ン
ジ
ン
や
道
具

を
新
し
く
し
浮
き
玉
も
仕
入
れ
て
い
た
が
、
津
波
が
来
る

2
、
3
日
前
に
準
備
が
終
わ
っ
て
い
た
の
で
、
結
局
全
部
流

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
る
で
津
波
に
流
さ
れ
る
た
め
に
準
備

し
て
い
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　

地
震
が
来
た
時
、
息
子
の
嫁

は
盛
岡
市
、
母
は
乙
茂
地
区
に

あ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
「
ふ

れ
ん
ど
り
ー
岩
泉
」
の
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
に
行
っ
て
い
た
。
私

と
息
子
は
家
の
倉
庫
に
い
て
、

孫
の
み
う
ち
ゃ
ん
と
小
本
小
学

校
の
体
育
館
に
避
難
し
た
が
、

孫
に
「
じ
い
ち
ゃ
ん
逃
げ
よ
」
と
言
わ
れ
小
学
校
の
校
舎
脇

に
あ
る
避
難
階
段
を
上
り
、
直
後
に
津
波
が
来
た
。
息
子
は

消
防
団
員
な
の
で
水
門
を
閉
め
に
出
て
い
っ
た
。
家
は
1
階

が
流
さ
れ
た
が
2
階
は
無
事
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
食
事
に

困
っ
た
の
で
孫
を
預
か
っ
て
も
ら
い
に
避
難
場
所
と
な
っ
て

い
た
「
ふ
れ
ん
ど
り
ー
岩
泉
」
に
行
っ
た
。

　

仮
設
住
宅
が
で
き
て
か
ら
は
小
本
の
仮
設
住
宅
に
入
っ

た
。
仮
設
住
宅
を
出
た
後
の
こ
と
に
つ
い
て
、
息
子
の
嫁
は

資
金
を
心
配
し
て
家
を
建
て
る
の
で
な
く
災
害
公
営
住
宅
に

入
る
と
言
っ
た
が
、
私
が
集
団
移
転
地
に
家
を
建
て
る
こ
と

を
選
ん
だ
。

　

養
殖
漁
業
の
ほ
う
は
、
私
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
新
た
に
漁
具
を
そ
ろ
え
る
こ
と
な
く
廃
業
し
た
。
小
本
の

海
は
外
洋
に
面
し
て
い
て
波
風
が
激
し
く
、
体
力
的
に
も
続

け
る
の
は
厳
し
か
っ
た
。

長
男
、
雅
宏
さ
ん
の
話

―

漁
協
は
安
定
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て

　

高
校
卒
業
後
東
京
に
10
年
い
た
が
、母
親
が
病
気
に
な
り
、

28
歳
の
時
小
本
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
10
年
ぐ
ら
い
父
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漁
業
の
発
展
に
若
い
力
を
！

漁
業
者　

三
浦
善
生
さ
ん

父
と
二
人
で

　

大
学
へ
入
っ
た
時
に
仙
台
市
へ
行
き
、
そ
こ
で
就
職
し
て

８
年
半
ほ
ど
小
本
を
離
れ
て
い
た
。
今
は
漁
船
漁
業
を
父
と

２
人
で
や
っ
て
い
る
。
津
波
の
時
は
家
の
裏
に
い
た
が
、
父

親
と
ワ
カ
メ
と
昆
布
の
養
殖
を
し
て
い
た
。
津
波
の
後
、
知

り
合
い
に
漁
協
（
小
本
浜
漁
業
協
同
組
合
）
の
定
置
網
漁
に

携
わ
ら
な
い
か
と
声
を
掛
け
て
も
ら
っ
た
。
養
殖
を
続
け
る

か
ど
う
か
悩
ん
だ
が
、
父
親
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自

分
一
人
で
は
や
っ
て
い
く
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
漁
協
に
入

る
こ
と
に
し
た
。
漁
協
は
家
か
ら
も
近
く
、
収
入
も
安
定
し

て
い
る
。
漁
協
に
入
っ
た
の
は
津
波
の
年
の
4
月
か
5
月
頃

だ
っ
た
。
漁
の
あ
る
日
は
朝
4
時
に
出
港
し
、
昼
ぐ
ら
い
ま

で
仕
事
を
す
る
。
出
勤
は
毎
日
で
日
曜
が
休
み
に
な
る
。
春

は
マ
ス
、
夏
は
サ
バ
・
ワ
ラ
サ
、
秋
は
サ
ケ
が
と
れ
る
。
2

月
、
3
月
は
漁
が
な
く
休
み
に
な
る
。
定
置
網
漁
船
の
乗
組

員
は
60
代
前
半
か
ら
20
代
ま
で
い
る
。

親
は
何
も
言
わ
ず
に
船
を
沖
に
出
し
た
。
自
分
は
消
防
団
に

入
っ
て
い
る
の
で
屯
所
に
向
か
っ
た
。
沖
に
船
の
明
か
り
が

10
か
11
、
等
間
隔
に
並
ん
で
見
え
て
い
た
。
避
難
し
た
船
同

士
で
は
無
線
で
連
絡
が
取
れ
て
い
た
が
、
船
で
は
み
ん
な
寝

な
い
で
起
き
て
い
た
よ
う
だ
。父
親
た
ち
は
沖
で
２
泊
し
て
、

流
れ
て
い
る
ロ
ー
プ
な
ど
の
漁
具
を
避
け
な
が
ら
、
３
日
目

の
朝
、
小
さ
い
船
か
ら
一
列
に
並
ん
で
帰
っ
て
き
た
。
全
員

の
流
さ
れ
た
魚
具
を
回
収
す
る
の
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

ま
で
か
か
っ
た
。
う
ち
は
倉
庫
が
津
波
で
波
を
少
し
か
ぶ
っ

た
が
、
他
と
比
べ
る
と
被
害
が
少
な
か
っ
た
の
で
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
イ
ー
ク
明
け
に
漁
を
再
開
し
た
。

　

忙
し
い

　

漁
は
、
1
月
下
旬
の
刺
網
漁
で
毛
ガ
ニ
、
カ
レ
イ
を
、
４

月
末
、
５
月
頭
か
ら
９
月
頭
ま
で
タ
コ
の
か
ご
漁
、
6
月
～

８
月
に
ウ
ニ
漁
が
入
っ
て
く
る
。

11
月
か
ら
12
月
は
秋
鮭
と
ア
ワ
ビ

が
採
れ
る
。
タ
コ
漁
は
、
こ
の
辺

は
水
ダ
コ
だ
が
、
夜
中
の
３
～
４

時
、
一
番
早
い
時
な
ど
は
午
前
１
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時
半
に
出
港
し
て
、
宮
古
市
の
市
場
に
間
に
合
う
よ
う
に
11

時
前
後
に
戻
っ
て
ト
ラ
ッ
ク
に
荷
揚
げ
す
る
。
午
後
は
タ
コ

漁
の
籠
の
修
理
や
次
の
日
の
準
備
な
ど
を
し
て
い
る
。
週
末

は
釣
り
船
を
営
業
し
て
お
り
、
静
岡
県
や
東
京
都
、
盛
岡
市

か
ら
お
客
さ
ん
が
み
え
る
。

　

結
果
が
目
に
見
え
る
の
が
漁
業

　

大
学
を
出
て
農
業
を
や
っ
て
い
る
人
は
結
構
い
る
が
、
漁

業
を
や
る
人
は
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
漁
業
は
体

力
も
い
る
が
、
権
利
関
係
な
ど
が
複
雑
で
新
規
で
は
や
り
づ

ら
い
。
何
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
と
な
る
と
農
業

よ
り
漁
業
の
方
が
厳
し
い
と
思
う
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
時
と

比
べ
る
と
、
漁
業
は
良
か
っ
た
、
悪
か
っ
た
と
い
う
結
果
が

見
た
目
で
分
か
る
。
で
も
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
漁
業
に
転

職
し
て
良
か
っ
た
か
ど
う
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
漁
業
者

を
増
や
す
に
は
、
若
い
人
が
新
し
く
漁
業
を
始
め
ら
れ
る
よ

う
な
環
境
を
つ
く
る
べ
き
だ
し
、
収
入
も
上
げ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
今
、
自
分
の
一
番
の
課
題
は
お
嫁

さ
ん
を
見
つ
け
る
こ
と
だ
。

次
世
代
に
引
き
継
ぎ
た
い
岩
泉
の
酪
農

岩
泉
乳
業
㈱
に
生
乳
を
提
供　

阿
部
隆
一
さ
ん

生
ま
れ
育
っ
た
愛
着
あ
る
地
で

　

岩
泉
町
に
入
植
が
始
ま
っ
て
8
年
後
ぐ
ら
い
に
、
父
親
が

山
の
て
っ
ぺ
ん
で
誰
も
入
ら
な
か
っ
た
こ
の
地
（
岩
泉
字
沢

中
）
に
入
り
、
果
樹
（
り
ん
ご
）
と
酪
農
を
始
め
た
。
自
分

は
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
家
を
継
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、

自
然
に
こ
こ
に
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
山
の

て
っ
ぺ
ん
な
の
で
学
校
に
通
う
の
が
大
変
だ
っ
た
。
小
学
校

は
2
㎞
ぐ
ら
い
下
っ
た
所
に
分※

校
が
あ
り
歩
い
て
通
っ
た
。

中
学
校
は
8
㎞
離
れ
て
い
た
が
、
自
転
車
だ
と
帰
り
が
登
り

道
に
な
っ
て
大
変
な
の
で
走
っ
て
通
っ
た
。
父
親
が
亡
く
な

り
、果
樹
と
酪
農
の
両
方
を
一
人
で
や
る
の
は
大
変
な
の
で
、

酪
農
だ
け
の
専
業
に
な
っ
た
。
現
在
70
頭
（
親
45
頭
、
子

25
頭
）
の
牛
を
妻
と
2
人
で
飼
育

し
、
母
親
が
子
牛
の
え
さ
や
り
を

手
伝
っ
て
く
れ
て
い
る
。
生
乳
の

衛
生
管
理
は
「
基
本
に
忠
実
」
を

モ
ッ
ト
ー
に
、
病
気
に
気
を
付
け

※岩泉小学校沢中分校。昭和 46年に廃校
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て
い
る
。
一
般
の
人
に
も
牛
舎
な
ど
を
開
放
し
て
見
て
も
ら

い
た
い
が
、
牛
舎
に
病
原
菌
が
持
ち
込
ま
れ
る
危
険
が
あ
る

の
で
で
き
な
い
。

震
災
の
被
害
は
少
な
か
っ
た

　

自
分
の
と
こ
ろ
は
震
災
当
日
の
被
害
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
が
、
岩
泉
乳
業
㈱
の
工
場
が
重
油
が
届
か
な
い
た
め
稼
働

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
4
日
分
く
ら
い
の
生
乳
を
捨
て
た
。

工
場
が
動
い
た
の
は
5
日
目
く
ら
い
か
ら
だ
っ
た
。
餌
は
震

災
の
翌
日
に
ト
ラ
ッ
ク
一
台
分

の
飼
料
を
入
れ
る
予
定
に
な
っ

て
い
て
、
業
者
と
連
絡
が
取
れ

ず
心
配
し
た
が
、
夕
方
に
は
満

杯
に
入
れ
て
く
れ
た
の
で
半
月

分
を
確
保
で
き
た
。

　

震
災
直
後
は
、
消
防
団
の
一

員
と
し
て
人
探
し
や
消
火
活
動

を
し
た
が
、
牛
が
い
る
の
で
現

地
と
自
宅
を
行
っ
た
り
来
た
り

し
て
い
た
。
ガ
ソ
リ
ン
は
な

か
っ
た
が
軽
油
が
あ
っ
た
の
で
、
ダ
ン
プ
ト
ラ
ッ
ク
で
移
動

し
て
い
た
。

　

震
災
当
時
は
雪
が
残
っ
て
気
が
付
か
な
か
っ
た
が
、
春
に

な
っ
た
ら
畑
に
長
さ
20
ｍ
、
幅
30
㎝
、
深
さ
70
㎝
の
穴
が
開

い
て
い
て
驚
い
た
。

　

後
継
者
が
出
て
く
る
こ
と
を
楽
し
み
に

　

子
ど
も
は
娘
ば
か
り
で
、
み
ん
な
嫁
に
行
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
後
継
者
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
だ
。世
襲
制
で
は
な
く
、

よ
そ
の
人
を
入
れ
る
体
制
と
か
、
会
社
組
織
な
ど
い
ろ
い
ろ

考
え
て
い
る
。
少
し
で
も
関
心
を
持
っ
て
く
れ
る
人
が
い
れ

ば
良
い
の
だ
が
、
何
が
い
い
か
ま
だ
分
か
ら
な
い
。

　

現
在
、
岩
泉
乳
業
㈱
に
出
荷
し
て
い
る
酪
農
業
者
は
35
軒

で
、
そ
の
う
ち
酪
農
専
業
農
家
は
15
軒
く
ら
い
だ
。
岩
泉
乳

業
㈱
が
大
き
く
な
る
た
め
に
は
農
家
が
頑
張
ら
な
く
て
は
と

思
う
。
酪
農
を
希
望
す
る
若
い
人
を
横
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
た

い
。
酪
農
は
厳
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
楽
し
い
。
誰
か
が
継

い
で
く
れ
る
日
ま
で
頑
張
り
た
い
。
岩
泉
乳
業
㈱
と
タ
ッ
グ

を
組
ん
で
、
こ
の
地
域
だ
け
の
生
乳
を
使
っ
た
乳
製
品
で
差

別
化
を
図
り
た
い
と
思
う
。
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半
農
半
工
を
目
指
し
て

㈱
エ
フ
ビ
ー
岩
泉
工
場　

工
場
長　

前
川
勉
さ
ん

三
陸
鉄
道
の
小
本
駅
に
近
い

　

㈱
エ
フ
ビ
ー
の
岩
泉
工
場
は
平
成
20
年
に
開
設
し
た
。
田

鎖
巌
会
長
が
「
農
家
の
長
男
は
家
を
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
の
地
域
は
農
業
だ
け
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
難

し
い
の
で
、
農
業
も
や
り
な
が
ら
工
場
で
働
く
半
農
半
工
に

適
し
て
い
る
」
と
考
え
、
工
場
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

工
場
の
場
所
は
、
三
陸
鉄
道
の
小
本
駅
に
近
く
田
野
畑
村
か

ら
も
通
勤
可
能
と
い
う
こ
と
で
こ
の
土
地
が
選
ば
れ
た
。
小

本
は
岩
泉
町
の
中
で
一
番
雪
が
少
な
い
地
域
な
の
で
冬
は
助

か
る
し
、
夏
は
浜
か
ら
の
風
が
涼
し
い
。

　

工
場
で
は
、
主
に
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に
使
わ
れ
る
コ

ネ
ク
タ
ー
を
生
産
し
て
い
る
。

　

１
週
間
休
業
し
た

　

震
災
の
時
は
、
周
り
の
田
ん
ぼ

よ
り
地
盤
が
2
ｍ
高
い
の
で
津
波

の
被
害
は
な
か
っ
た
。
山
田
町
に

あ
る
本
社
も
直
接
の
被
害
は
な

か
っ
た
が
、
社
員
の
中
に
は
家
族

が
亡
く
な
っ
た
り
家
が
流
さ
れ
る

な
ど
の
被
害
が
あ
っ
た
。
本
社
の

工
場
は
１
週
間
以
上
避
難
場
所
に

な
っ
た
。
岩
泉
工
場
も
１
週
間
休

業
し
た
。
ガ
ソ
リ
ン
も
入
っ
て
こ

な
い
の
で
通
勤
も
で
き
な
く
な
っ

た
。
余
震
が
続
き
そ
の
た
び
に
津

波
を
心
配
し
た
。
今
で
も
地
震
が

来
る
と
テ
レ
ビ
で
津
波
の
確
認
を

す
る
。
津
波
が
来
な
い
と
分
か
る
と
ほ
っ
と
す
る
。

　

地
元
の
人
と
も
顔
な
じ
み
に
な
っ
て
き
た

　

平
成
20
年
の
工
場
開
設
時
に
、
私
の
他
に
2
人
が
本
社
か

ら
岩
泉
工
場
に
来
た
。
岩
泉
工
場
の
従
業
員
は
7
人
で
、
若

手
は
20
代
、
一
番
年
上
が
私
（
60
代
）
に
な
る
。
出
身
は
、

私
が
有
芸
地
区
で
、
小
本
地
区
が
2
人
、
釜
津
田
地
区
が
1

人
、
小
川
地
区
が
1
人
、
田
野
畑
村
が
2
人
だ
。
本
社
の
従

業
員
は
2
7
6
人
で
あ
る
。
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こ
れ
か
ら
も
高
齢
者
と
共
に

小
規
模
多
機
能
セ
ン
タ
ー
あ
お
空
セ
ン
タ
ー
長　

腹
子
晴
美
さ
ん

辛
い
記
憶
も
時
間
が
解
決
し
て
く
れ
る

　

㈲
介
護
施
設
あ
お
空
（
大
久
保
博
代
表
取
締
役
、宮
古
市
）

が
小
本
に
「
小
規
模
多
機
能
セ
ン
タ
ー
あ
お
空
」、「
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
小
本
」、「
メ
ゾ
ン
お
も
と
」
を
開
所
し
た
の
は
、

震
災
直
前
の
平
成
23
年
２
月
21
日
だ
っ
た
。
利
用
者
は
全
部

で
28
人
だ
が
、
小
本
地
区
の
利
用
者
は
少
な
く
、
大
川
地
区

な
ど
他
の
地
域
か
ら
の
利
用
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
岩
泉

町
は
雪
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
通
所
が
不
便
な
た
め
、
隣

に
ア
パ
ー
ト
を
建
て
て
毎
日
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
ス

タ
ッ
フ
は
26
人
で
あ
る
。

　

震
災
の
時
は
、
チ
リ
地
震
（
昭

和
35
年
5
月
）
を
経
験
し
て
い
た

　

開
設
当
初
は
地
元
の
人
か
ら
「
何
の
工
場
か
」
と
よ
く
聞

か
れ
た
。
地
元
の
人
と
は
話
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
し
、

子
ど
も
た
ち
の
社
会
科
見
学
や
町
会
の
皆
さ
ん
の
工
場
見
学

な
ど
も
受
け
入
れ
て
い
る
。
会
長
の
意
向
で
、
冬
場
以
外
は

月
に
1
回
、
勤
務
時
間
内
に
工
場
か
ら
海
岸
の
ほ
う
ま
で
、

道
路
沿
い
の
空
き
缶
拾
い
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
。
だ
ん
だ

ん
と
地
元
の
人
と
も
顔
な
じ
み
に
な
り
、
会
え
ば
「
い
つ
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
。
お
陰
さ
ま
で
岩

泉
町
公
衆
衛
生
組
合
連
合
会
か
ら
表
彰
状
も
い
た
だ
い
た
。

　

家
業
と
の
両
立
を
目
指
し
て
い
る

　

半
農
半
工
を
目
指
し
て
い
る
が
、
従
業
員
の
中
に
は
農
業

や
酪
農
を
し
な
が
ら
通
勤
す
る
の
が
大
変
で
退
職
せ
ざ
る
を

得
な
い
人
も
い
る
。
金
型
加
工
が
メ
イ
ン
な
の
で
一
人
前
に

な
る
に
は
何
年
も
か
か
る
。
途
中
で
辞
め
て
し
ま
っ
て
は

も
っ
た
い
な
い
。
機
械
を
導
入
す
る
こ
と
で
労
働
の
軽
減
を

図
っ
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
家
業
と
の
両
立
が
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
。

　

携
帯
電
話
関
係
の
生
産
が
多
く
、
こ
れ
か
ら
も
重
要
は
増

え
て
い
く
と
思
う
。
日
本
の
金
型
業
界
は
製
造
か
ら
組
み
立

て
ま
で
や
っ
て
お
り
技
術
的
に
は
信
頼
さ
れ
て
い
る
が
、
コ

ス
ト
の
安
い
中
国
に
需
要
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
常

に
一
歩
先
を
進
ま
な
い
と
中
国
に
追
い
越
さ
れ
て
し
ま
う
。

45



ス
タ
ッ
フ
が
い
た
た
め
、
混
乱
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
第
一
避
難
所

に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
入
所
者
の
搬
送
に
は
ス
タ
ッ
フ
の

車
も
使
っ
た
。
3
カ
所
に
避
難
し
、
最
後
は
「
ふ
れ
ん
ど
り
ー

岩
泉
」（
介
護
老
人
保
健
施
設
）
に
間
借
り
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
が
、
役
場
の
人
や
町
長
さ
ん
が
1
日
1
回
は
顔
を
出
し
て

く
れ
て
と
て
も
心
強
か
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
中
に
は
家
を
流

さ
れ
た
人
も
い
た
り
、
ガ
ソ
リ
ン
が
な
く
通
勤
に
も
時
間
が

か
か
っ
た
り
な
ど
で
、
シ
フ
ト
も
い
つ
も
の
よ
う
に
は
組
め
な

か
っ
た
。
地
震
で
ボ
イ
ラ
ー
の
ガ
ス
が
止
ま
り
水
道
管
が
凍
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
、
1
カ
月
近
く
施
設
を
使
用
で
き
な
か
っ

た
。
ガ
ス
屋
さ
ん（
田
老
ガ
ス
水
道
設
備
）も
流
さ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
や
っ
と
来
て
も
ら
っ
て

再
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本

部
が
被
災
し
て
し
ま
っ
た
の
で

本
部
の
利
用
者
７
、
8
人
を
1

カ
月
間
受
け
入
れ
た
。
介
護
保

険
制
度
で
は
住
民
と
市
町
村
が

被
保
険
者
と
保
険
者
の
関
係
に

あ
る
が
、
市
町
村
を
超
え
て
受

け
入
れ
る
こ
と
に
宮
古
市
も
岩

地域で支え合って暮らす仕組みを

　岩泉町の高齢化率は、県内でも上位に位置し、近い将来
40%を超えることが予測されている。高齢化がもたらす問
題として、独居（一人暮らし）の問題がある。一人で暮ら
すことには、さまざまなリスクがあるので、高齢者の皆さ

んが、一人で孤立しないように、地域で支え合って暮らしていける仕組みづく
りを検討している。立派なデイサービスセンターでなくてもよいので、みんな
が集える拠点を作り、そこで介護予防や交流を展開することが必要だと考える。
町内の各地区に拠点を作ることで、町内全体で同じような取組を展開できるの
ではとも考える。また、現在の介護サービスは、デイサービス（通所介護）な
どが中心であるが、今後は、利用者の方に出向くかたちの訪問型のサービスを
広げていくべきだと考える。
　各地区の振興協議会や関係機関（消防、病院、介護事業所など）と連携した
高齢者の見守りを充実させていきたい。

役場町民課長寿支援室長　佐藤哲也
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第 3章　岩泉の産業

泉
町
も
理
解
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

震
災
直
後
は
余
震
の
た
び
に
警
報
が
出
て
動
揺
し
た
が
、
今

で
は
地
震
が
あ
っ
て
も
み
ん
な
自
主
的
に
避
難
に
備
え
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
時
間
の
経
過
と
と
も
に
辛
い
記
憶
も
だ
ん
だ

ん
と
薄
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

三
陸
北
縦
貫
道
路
の
工
事
が
始
ま
り
、
近
く
に
店
舗
も
き

て
、
住
宅
も
で
き
始
め
た
。
に
ぎ
や
か
に
な
り
復
興
を
感
じ

る
。
私
た
ち
に
も
便
利
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　

こ
の
施
設
は
拡
充
な
ど
の
計
画
は
な
い
が
、
高
齢
者
は
増

え
る
の
で
今
後
の
こ
と
は
町
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
う
。

「
龍
泉
洞
ま
つ
り
」
で
地
域
を
元
気
に
！

龍
泉
洞
事
務
所　

所
長　

武
田
保
男

ほ
と
ん
ど
揺
れ
を
感
じ
な
か
っ
た

　

落
石
な
ど
の
被
害
は
な
か
っ
た
が
、
洞
内
の
地
底
湖
の
水

位
が
２
ｍ
位
下
が
っ
て
水
が
濁
り
、
元
の
透
明
度
に
戻
る
の

に
２
カ
月
以
上
か
か
っ
た
。
震
災
の
年
は
、
1
月
か
ら
洞
内

の
照
明
を
L
E
D
に
交
換
す
る
工
事
の
た
め
に
休
洞
し
て

い
た
。
洞
内
に
は
作
業
員
し
か
い

な
か
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
揺
れ
を

感
じ
ず
、
水
面
の
揺
れ
に
「
も
し

か
し
て
地
震
か
」と
い
う
程
度
で
、

洞
内
か
ら
出
て
き
て
津
波
の
被
害

を
知
っ
た
時
は
仰
天
し
た
よ
う
だ
。

　

回
復
し
つ
つ
あ
る
入
洞
者
数

　

震
災
の
年
の
4
月
27
日
か
ら
営
業
を
再
開
し
た
。
そ
れ
ま

で
年
間
20
万
人
位
の
入
洞
者
だ
っ
た
が
、
平
成
23
年
は
3
分

の
1
以
下
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
成
25
年
の
入
洞
者
は
震

災
前
の
8
割
ま
で
回
復
し
、
あ
り
が
た
い
限
り
だ
。
平
成
26

年
は
7
月
現
在
で
前
年
よ
り
2
割
程
度
増
え
て
お
り
、
こ
の

ま
ま
順
調
に
伸
び
れ
ば
17
～
18
万
人
ま
で
回
復
す
る
の
で
は

な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

　

伝
統
あ
る
「
龍
泉
洞
ま
つ
り
」
と

　

新
た
に
始
ま
っ
た
夏
ま
つ
り
・
秋
ま
つ
り

　

集
客
は
龍
泉
洞
の
入
洞
者
だ
け
で
な
く
祭
り
で
も
集
客
し

て
お
り
、現
在
、「
龍
泉
洞
」
の
名
が
つ
く
祭
り
は
4
つ
あ
る
。
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歴
史
が
あ
る
の
は
「
龍
泉
洞
ま

つ
り
」
で
、
明
治
35
年
9
月
に

清
水
川
神
社
の
祭
事
と
し
て
始

ま
っ
た
。
現
在
は
観
光
客
向
け

に
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
5

月
4
日
、
5
日
に
開
催
し
て
い

る
。
町
の
特
産
品
の
販
売
や
中

野
七
頭
舞
な
ど
の
郷
土
芸
能
の

ほ
か
、
景
品
つ
き
縁
起
餅
ま
き
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
。

　

震
災
後
の
客
数
の
落
込
み
を
回
復
す
る
狙
い
で
、
平
成
24

年
か
ら
「
龍
泉
洞
夏
ま
つ
り
」
と
「
龍
泉
洞
秋
ま
つ
り
」
を

始
め
た
。
夏
ま
つ
り
の
メ
イ
ン
は
短
角
牛
の
焼
肉
で
大
好
評

だ
っ
た
。
秋
ま
つ
り
は
岩
泉
町
の
マ
ツ
タ
ケ
、
山
田
町
の
牡

蠣
が
メ
イ
ン
で
、
こ
ち
ら
も
大
好
評
だ
っ
た
。

　

1
月
に
は
平
成
26
年
に
27
回
目
を
迎
え
る
「
龍
泉
洞
み
ず

ま
つ
り
」
も
あ
る
。
五
穀
豊
穣
を
祈
る
小
正
月
の
時
期
に
、

豊
か
な
水
に
感
謝
し
水
資
源
の
永
続
を
願
い
、
水
を
育
む
森

を
大
切
に
す
る
心
を
子
孫
に
伝
え
る
祭
り
で
、
龍
泉
洞
の
水

で
身
を
清
め
た
搬
送
隊
に
よ
る
御
水
渡
り
の
儀
や
巫
女
舞
い

な
ど
が
あ
る
。

　

若
い
人
の
集
客
を
図
り
た
い

　

季
節
ご
と
の
お
祭
り
目
当
て
の
お
客
さ
ん
も
増
え
て
い
る

が
、
旅
行
の
形
態
が
団
体
旅
行
か
ら
個
人
の
旅
行
に
変
わ
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
バ
ス
が
何
台
も
連
な
っ
て
来
る
と
い
う
の
は

な
か
な
か
な
く
、
テ
レ
ビ
や
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
来
た
人
や
町
内

や
県
内
か
ら
来
る
客
が
多
い
。
修
学
旅
行
は
、
東
北
や
北
海
道

の
中
学
生
、
高
校
生
の
旅
行
が
復
活
し
て
い
る
。

　

被
災
地
ツ
ア
ー
や
三
陸
鉄
道
の
全
線
開
通
で
、
被
災
地
を
訪

れ
た
人
が
龍
泉
洞
に
足
を
運
ん
で
く
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
が
落
ち
着
い
た
ら
ど
う
な
る
か
、
一
抹
の
不
安
は
あ
る
。

　

国
際
化
に
備
え
て
英
語
、韓
国
語
、中
国
語
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
準
備
し
て
い
る
。

　

平
成
26
年
３
月
に
は
、「
龍
泉
洞
」
と
町
内
う
れ
い
ら
商
店

街
に
あ
る「
初※

恋
水・百
恋
水
」が
、

「
恋

※
※

人
の
聖
地
」（
＝
デ
ー
ト
ス
ポ
ッ

ト
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
ふ
さ
わ
し
い

ス
ポ
ッ
ト
）
と
し
て
認
定
さ
れ
、

テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
。
う
ま
く

活
用
し
て
今
後
は
若
い
人
の
集
客

を
図
り
た
い
。

※　うれいら商店街にある水場。「冷たい」ということを、岩泉では「はっこい（ひゃっこい）」と言う
※※  NPO法人地域活性化支援センター（静岡市）が地域活性化と少子化対策への貢献の両立を図るため、

全国の観光地域の中からとして選出・認定している

龍泉洞のマスコット　龍ちゃんと泉ちゃん

ライトに照らされ、
岩肌に「ハート」の形が浮ぶ
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第
4
章

岩
泉・小
本
の
い
ま—

そ
の
3

ま
ち
の
住
み
手
が
ま
ち
の
復
興
過
程
を
記
録
す
る

―

言
う
は
易
く
、
実
行
は
大
変
だ

で
も　

フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
だ
か
ら
！

へ
こ
た
れ
な
い
で
記
録
を
続
け
て
い
る

買
い
物
か
ご
の
中
に　

軽
ト
ラ
の
助
手
席
に　

い
つ
も
カ
メ
ラ
を
持
ち
歩
く

見
慣
れ
て
い
る
ふ
る
さ
と
の
魅
力
の
新
し
い
発
見
も
あ
っ
た

表
現
す
る
こ
と
が
こ
ん
な
に
も
楽
し
く　

生
き
る
力
に
つ
な
が
る
こ
と
も
分
か
っ
た

経
験—

日
々
の
喜
び
や
悲
し
み
の
記
録
を
通
し
て

今
、
私
た
ち
は　

明
日
の
岩
泉
の
友
人
た
ち
と
時
空
間
を
共
有
す
る



1 
「
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
　—

「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
経
緯

　
「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
は
、
平
成
23
年
11
月
か
ら

活
動
を
開
始
し
た
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
大
津
波
で
被
災
し

て
仮
設
住
宅
に
住
む
人
を
中
心
に
、
町
民
が
、
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ

ン
の
橋
本
照
嵩
氏
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
町
の
被
災
か
ら
の

復
興
過
程
を
自
分
た
ち
の
撮
影
し
た
写
真
で
記
録
し
て
い
こ
う

と
す
る
活
動
で
、
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
。
住
民
自
ら
が
、
撮

影
を
通
じ
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
今
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
被
災

か
ら
復
興
に
至
る
長
い
苦
し
い
期
間
を
強
く
受
け
止
め
、
充
実

し
て
過
ご
し
、
復
興
へ
の
力
を
養
う
こ
と
も
目
的
に
し
て
い
る
。

　

始
ま
り
は
、
被
災
し
た
住
民
か
ら
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

支
援
を
た
だ
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
も
積
極
的

に
や
れ
る
こ
と
が
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、U

IFA
 

JA
P

O
N

（
ユ
イ
フ
ア
・
ジ
ヤ
ポ
ン=

国
際
女
性
建
築
家
会
議

日
本
支
部
）
が
提
案
し
た
も
の
で
、U

IFA
 JA

P
O

N

が
主
宰

し
て
い
る
。
活
動
に
は
、
岩
泉
町
役
場
小
本
支
所
、
小
本
地
域

振
興
協
議
会
が
協
力
し
、
三
陸
鉄
道
株
式
会
社
、
富
士
フ
イ
ル

ム
株
式
会
社
、
社
会
福
祉
法
人
中
央
共
同
募
金
会
な
ど
か
ら
も

支
援
を
受
け
て
い
る
。

第
4
章
は
、
次
の
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る
。

　
「
1 

『
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
』

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
、

平
成
25
年
12
月
以
降
、
平
成
26

年
11
月
ま
で
の
期
間
に
合
評
会

に
写
真
を
提
出
し
た
人
の
写
真

か
ら
、
一
人
1
ペ
ー
ジ
分
を
選

び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
に
撮

影
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
入
れ

た
。

　
「
2 

岩
泉
・
小
本
の
い
ま
」

で
は
、
同
期
間
内
に
撮
影
さ
れ

た
写
真
の
中
か
ら
、
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
参
加
者
が
ふ
る
さ
と
の

風
景
と
し
て
考
え
る
写
真
を
中

心
に
掲
載
し
た
。

　
「
3 

『
復
興
を
撮
る̶

撮
影

会
』
に
は
平
成
26
年
9
月
14
日

に
、第
3
回
の
撮
影
会
と
し
て
、

テ
ー
マ
を
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に

決
め
、
漁
港
を
中
心
に
撮
影
し

た
と
き
の
写
真
を
集
め
た
。
復

興
工
事
の
写
真
は
も
ち
ろ
ん
、

漁
港
に
対
す
る
誇
り
や
期
待
も

写
し
撮
ら
れ
て
い
る
。

　

写
真
の
選
択
は
、
い
ず
れ
も

橋
本
照
嵩
カ
メ
ラ
マ
ン
が
中
心

に
な
り
、
撮
影
者
の
意
向
を
尊

重
し
て
い
る
。

年月日 内容〈カッコ内は会場〉

平
成
23
年

11.17 「だれでもフォトグラファ」プロジェクト提案：
参加者募集開始

12.2 第 1回合評会（「だれでもフォトグラファ」につ
いての説明会）〈小本仮設団地集会所〉

平
成
24
年

1.30 カメラ回収

3.11～ 第 1回写真展「春遠からじ」〈三陸鉄道小本駅構内〉

5.11 第 2回合評会〈小本仮設団地集会所〉

5.12 第 1回撮影会　テーマ：「小本駅周辺にて」
〈小本仮設団地～小本駅周辺〉

9.1 第 3回合評会〈小本仮設団地集会所〉

12.1 第 4回合評会〈小本仮設団地集会所〉

平
成
25
年

3.9 第 5回合評会〈小本仮設団地集会所〉

3.10～ 第 2回写真展「春遠からじ」〈三陸鉄道小本駅構内〉

5.10～
15

ヴァージニア工科大学における写真展
〈VT Cowgill-hall〉

6.29 第 6回合評会〈小本仮設団地集会所〉

9.4～
10.23

東京都中央区立女性センターにおける写真展「春
遠からじ」〈東京都中央区立女性センター〉

年月日 内容〈カッコ内は会場〉

平
成
25
年

9.20 第 7回合評会（記録集のための座談会もあり）
〈小本仮設団地集会所〉

12.7 第 8回合評会〈小本仮設団地集会所〉

12.8 第 2回撮影会　テーマ：「お世話になった仮設」
〈小本仮設団地周辺〉

平
成
26
年

3.9～ 第3回写真展「春遠からじ」〈三陸鉄道小本駅構内〉

3.11～
4.30

東京都中央区立女性センターにおける写真展
〈東京都中央区立女性センター〉

5.24 第 9回合評会〈小本仮設団地集会所〉

9.13 第 10回合評会〈小本仮設団地集会所〉

9.14 第 3回撮影会　テーマ：「復興を撮る」〈漁港周辺〉

10.24
～ 26

ヴァージニア工科大学における写真展（その 2）
〈VT Cowgill-hall〉

11.29 第 11回合評会〈小本仮設団地集会所〉
平
成
27
年

3.8～ 第 4回写真展「春遠からじ」オープン
〈三陸鉄道小本駅構内〉
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箱石昌彦

阿部範子さん
写真の流出で、写真は小さ
い頃の環境や思い出を引き
出すものであったことに気
づきました。撮影は難しく
行動力がないと良い写真が
撮れないと思います。小
本もどんどん変わるので、
細々とでも続けて記録に残
しておきたいと思います。
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織笠　清さん
国内外からの支援に謝意を
込めて、周囲に見てもらい
たいところやこれからどう
変わるかを記録に残して、
世の中はどう進化するか次
世代の人々に見てもらいた
いと思います。ますます良
くなることを望み、カメラ
を向けます。
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加藤恒悦さん
全国の皆さま、岩泉町小本
の復興にはお世話になって
おります。フォトグラファ
は今回初参加です。説明会
と撮影会現場に参加しまし
たが、シャッターチャンス
がつかめず、先生の指導の
もとで何枚か撮影すること
ができました。
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金澤千鶴子さん
復興していく小本の写真を
残したいと思っています。
3年 8カ月仮設住宅での生
活ですが、今は土地が決ま
り来年春には家が建ち、先
が見えてきたので気持的
に安心することができまし
た。今後は自分の家も撮っ
ていきたいと思います。
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熊谷貴里子
私は震災を目の当たりにしま
した。今も忘れる事はできま
せんし、一生忘れる事はない
でしょう。気持ちが沈みかけ
ていた中、「だれでもフォトグ
ラファ」に出会いました。復
興していく小本を目に見える
記録として、これからも撮り
続けていきたいと思います。
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小成智子さん
きれいだなと思ったときに
シャッターを押しています。
同じ風景でも季節によって
違いがあります。自分でこ
れはいいと思ったものがそ
うでもなかったり、何気な
く撮ったものがよかったり
します。小本の復興状況も
残したいと思います。
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佐々木悦子さん
突然の震災に見舞われ何を
したらよいのか分からずにい
た私たち。スタッフの方々の
お陰で小本の風景をカメラ
に収め、見つめることができ
ました。写真は私たちにいつ
までも安らぎを与えてくれま
す。皆様に感謝とありがとう
の気持ちを伝えたいです。
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佐々木一幸さん
大震災で変わりゆく故

ふるさと

郷を
写真にして残しておきたい
と思い参加しました。工事
現場や風景、暮らし等を撮
影する機会に出会えて本当
に良かったと思います。ス
タッフの皆様には感謝して
おります。ありがとうござ
います。
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田中道雄さん
東日本大震災も 3年 8カ
月が過ぎ去ろうとしていま
す。私も東日本大震災がな
ければ「だれでもフォトグ
ラファ」に参加していな
かったはずです。今カメラ
は常に車に積んで、いつで
もシャッターチャンスがあ
れば撮ろうと思います。
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長崎基一さん
3.11後を記録しておこうと
思って写真を始めました。
流された松林の中で 1本だ
け残った松や高くなった堤
防の風景などを季節ごとに
撮って、災害から命だけは
守るよう、今後の教訓とし
てもらえるといいです。
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箱石芙慈子さん
見慣れた風景もカメラごし
に見ると新しい発見があり、
日々変わっているので、写真
に残していくのも大切なこと
だと思います。実家に置い
てあった卒業証書や文集な
どが流されてしまったので、
これから残せるものを撮って
いきたいと思います。
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箱石昌彦さん
震災 1年半後、小本に戻っ
てきました。当時はまだ集
団移転地も構想段階で住宅
再建については先の見えな
い状況でしたが、今はレン
ズの向こうに宅地造成が見
えます。来年には新しい町
が見えてくることでしょう。
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三浦悦子さん
仮設住宅に入って閉じこも
りがちだったので、娘に「外
に出た方がいいよ」と背中
を押されて始めました。天
気の良い日に撮ろうと思っ
ています。こども園ができ
て、小中学校の工事も進ん
でいるので撮りたいと思い
ます。

63



三浦淳一さん
地元の人たちの写真で記録
誌を作成していただいたこ
とが嬉しいし思い出にもな
り、後世にも残り貴重な資
料になることと思います。
小本の季節ごとの風景、工
事の途中経過など、今でな
ければ撮れないものを記録
したいと思います。
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三浦トシ子さん
物事を見つめる目がカメラ
目線になってきています。
美しい風景とかいい笑顔に
出会った時、「あっカメラに
収めなきゃ」と焦ります。
シャッターチャンスを見逃
さなければいい写真を残せ
ることがたくさんあります。
我が故郷は素晴らしいです。
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三浦忍一郎さん
小さい頃から機械いじりや
音響などが大好きだったの
でカメラにも興味をもって
いました。今しか撮れない
もの、復興の様子を撮って
おきたいです。写真は満足
と失敗の連続ですが、これ
からも撮り続け孫

まご

子
こ

に残し
ていきたいです。
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三浦浩子さん
フォトグラファに参加したの
は“どこでもカフェ”の手伝い
をするようになってから。こ
の冊子を小本中学校の卒業
生や先生方に見て欲しいで
す !! 皆に復興の様子を知ら
せたいから。将来、桜の名
所になるように防潮堤に、桜
の木を植えたいですね !!
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三浦幸美さん
みんながきれいな風景を
撮っているので、私もでき
るかなと思って参加しまし
た。昔住んでいたところは
見たくないので、撮ってい
ません。きれいなところを
写したり、お祭りや行事の
ときにみんなの笑顔を撮る
のが楽しいです。
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和野浩也さん
いろいろと撮影して歩いて
いるため、どうしても枚数
が増えてしまいます。だれ
でもフォトグラファに参加
して目的をもって撮るよう
になりました。これからも
イベントがあればカメラを
もって参加し、岩泉を記録
していきたいです。
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4人のいま　飯塚亜季

2 
岩
泉
・
小
本
の
い
ま—

そ
の
3

　
「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
の
活
動
は
、
震
災
に
よ
る
被
害
か
ら
立
ち
上
が
り
、
復
興
し
て

い
く
ふ
る
さ
と
の
姿
を
記
録
し
よ
う
と
始
ま
っ
た
。
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
の
参
加
者
た
ち
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
被
災
と
復
興
を
描
こ
う
と
努
め
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
い
る
。

　

被
災
し
た
ま
ち
の
記
録
を
続
け
る
た
め
に
は
、
震
災
時
の
体
験
や
、
そ
の
時
に
経
験
し
た
緊
張

や
恐
ろ
し
さ
な
ど
の
気
持
ち
を
振
り
返
る
と
い
う
辛
い
作
業
に
向
き
合
う
覚
悟
が
必
要
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
参
加
者
は
、
活
動
を
続
け
る
中
で
、
仮
設
住
宅
に
住
む
仲
間
や
半
壊
の
家
を
修
理
し

て
住
む
隣
人
、
遠
方
か
ら
支
援
に
訪
れ
る
友
人
、
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に
も
た
く
さ
ん
出
会
う
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
出
会
い
の
力
が
、
参
加
者
だ
け
で
な
く
、
町
民
の
復
興
に
向
か
う
気
持

ち
を
奮
い
立
た
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
参
加
者
が
撮
影
し
た
写
真
か
ら
は
、
住
民
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
の
も
の
と

し
て
通
り
過
ぎ
て
い
た
ま
ち
の
風
景
が
、
言
葉
に
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
、
美
し
い
も

の
と
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
が
撮
影
し
た
写
真
は
、
こ
の
記
録
集
に
収
め
ら
れ
た
数
々
の
復
興
事
業
の
進

捗
と
と
も
に
、
復
興
に
向
か
う
岩
泉
町
の
姿
を
映
し
出
し
て
い
る
。

一緒に遊ぼ　三浦淳一
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復興が進む　佐々木一幸

いつも一緒に　箱石芙慈子 
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波しぶきが上がる　箱石昌彦 
72



73



あわび漁解禁で活気づく　三浦浩子

小本川風景　加藤勝彦 
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今日の漁はどうかな？　佐々木悦子

女神橋から望む　田中道雄

収穫の喜びは家族で　三浦登紀子

今日も仕掛ける　佐々木秀明

日が昇る　鈴木孝徳  
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祭りは復興の心意気　和野浩也
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収穫はみんなで　織笠清

雪はすべてを美しくする　三浦忍一郎 3年がたった　熊谷貴里子

夕焼けのふるさと　小成智子 秋のまち　工藤栄吉
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秋の岩泉　加藤恒悦

爪痕はまだ消えない　三浦トシ子
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河口から取り除いた砂山　佐々木一幸

3
「
復
興
」
を
撮
る—

撮
影
会

　
「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
で
は
、
4
カ
月
に
1
回
程
度
の

頻
度
で
合
評
会
を
開
い
て
い
る
。
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
撮
り
た
め

た
写
真
を
持
ち
寄
り
、
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
の
橋
本
照
嵩
氏
を
中
心

と
し
て
、
互
い
に
批
評
し
な
が
ら
腕
を
磨
い
た
り
、
次
の
撮
影
目

標
を
立
て
た
り
し
て
い
る
。
他
の
人
が
撮
っ
た
写
真
を
見
る
こ
と

や
互
い
に
批
評
し
合
う
こ
と
は
、フ
オ
ト
グ
ラ
フ
ア
参
加
者
に
と
っ

て
大
変
役
立
つ
こ
と
だ
っ
た
。

　

経
過
と
と
も
に
、
参
加
者
か
ら
「
橋
本
カ
メ
ラ
マ
ン
に
、
一
緒

に
歩
き
な
が
ら
撮
影
の
指
導
を
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
希
望
も
出

て
き
た
。
要
望
を
受
け
て
主
宰
のU
IFA

 JA
P

O
N

は
、
平
成
24

年
5
月
12
日
、
25
年
12
月
8
日
、
26
年
11
月
29
日
の
3
回
、
橋
本

照
嵩
氏
と
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
と
の
撮
影
会
を
実
施
し
た
。
初
回
は

技
術
的
な
こ
と
を
教
わ
り
、
2
回
目
と
3
回
目
は
そ
れ
ぞ
れ
「
お

世
話
に
な
っ
た
仮
設
住
宅
」「
復
興
を
撮
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
決

め
て
撮
影
会
を
開
催
し
た
。
楽
し
く
競
い
合
い
な
が
ら
同
じ
題
材

の
も
と
に
写
真
を
撮
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
体
験
だ
っ
た
よ
う
で
、

参
加
者
は
、
改
め
て
こ
の
4
年
間
を
記
録
す
る
こ
と
の
重
大
さ
、

こ
の
間
に
得
た
経
験
や
知
恵
を
明
日
の
岩
泉
に
生
き
る
人
た
ち
に

伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
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漁港の復興は進む　三浦幸美

漁港の復興は進む　和野浩也

　
「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
」
で
は
、
4
カ
月
に
1
回
程
度
の

頻
度
で
合
評
会
を
開
い
て
い
る
。
会
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
撮
り
た
め

た
写
真
を
持
ち
寄
り
、
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン
の
橋
本
照
嵩
氏
を
中
心

と
し
て
、
互
い
に
批
評
し
な
が
ら
腕
を
磨
い
た
り
、
次
の
撮
影
目

標
を
立
て
た
り
し
て
い
る
。
他
の
人
が
撮
っ
た
写
真
を
見
る
こ
と

や
互
い
に
批
評
し
合
う
こ
と
は
、フ
オ
ト
グ
ラ
フ
ア
参
加
者
に
と
っ

て
大
変
役
立
つ
こ
と
だ
っ
た
。

　

経
過
と
と
も
に
、
参
加
者
か
ら
「
橋
本
カ
メ
ラ
マ
ン
に
、
一
緒

に
歩
き
な
が
ら
撮
影
の
指
導
を
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
希
望
も
出

て
き
た
。
要
望
を
受
け
て
主
宰
のU

IFA
 JA

P
O

N

は
、
平
成
24

年
5
月
12
日
、
25
年
12
月
8
日
、
26
年
11
月
29
日
の
3
回
、
橋
本

照
嵩
氏
と
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ア
と
の
撮
影
会
を
実
施
し
た
。
初
回
は

技
術
的
な
こ
と
を
教
わ
り
、
2
回
目
と
3
回
目
は
そ
れ
ぞ
れ
「
お

世
話
に
な
っ
た
仮
設
住
宅
」「
復
興
を
撮
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
決

め
て
撮
影
会
を
開
催
し
た
。
楽
し
く
競
い
合
い
な
が
ら
同
じ
題
材

の
も
と
に
写
真
を
撮
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
体
験
だ
っ
た
よ
う
で
、

参
加
者
は
、
改
め
て
こ
の
4
年
間
を
記
録
す
る
こ
と
の
重
大
さ
、

こ
の
間
に
得
た
経
験
や
知
恵
を
明
日
の
岩
泉
に
生
き
る
人
た
ち
に

伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
様
子
で
あ
っ
た
。
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地盤沈下・海面上昇　佐々木一幸 

テトラポットが守る　加藤恒悦

ブイの証言　和野浩也

被災と復興の境界　和野浩也

　仮枠もできた　熊谷貴里子
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漁港の復興は進む　三浦トシ子

この先は太平洋　阿部範子 
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水面も復興する　三浦トシ子 

復興の目印　小成智子 
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大きな船が沖合に　箱石昌彦

漁港を守る　小成智子
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防災拠点ができる　加藤恒悦

漁獲物を集荷・加工・作業する場所　佐々木一幸  

被災と復興の境界　織笠清

サッパ船も忘れないで　小成智子

係留する　三浦幸美
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出漁の用意は万端　熊谷貴里子

重機の休日　三浦悦子
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漁港の復興は進む　織笠清

サッパ船と水門　織笠清
88



テトラポットが守る　箱石芙慈子

龍甲岩もみえる　箱石昌彦
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　岩泉町の人々は、大震災により未曾有の被害を受けたことに負けずに、
コミュニティとして存続する彼らのまちの記録として、「だれでもフォトグラファ」と名付け
た写真プロジェクトを立ち上げたのです。この復興への有益な取り組みに、救いの手を差し伸
べて下さった世界中の皆様に感謝申し上げます。震災当初は、被災地の現状に非常に多くの注
目が集まり、たくさんの報道がなされましたが、そうした状況は長く続きませんでした。この
写真展をヴァージニア工科大学が主催する重要な側面の一つには、震災から時を経ても、被災
地に関心を持ち、気遣う人々が世界中に存在するという事を示すことにあります。IAWAは、
この成果を展示できることを誇りに思います。

Donna Dunay
（ヴァージニア州立工科大学建築学科教授、
国際女性建築家アーカイブ運営委員長）

　2011年 3月 11日、日本の東北地方を押し流した恐ろしい津波の直後に、優れたプロジェク
トが計画され、その成果として、岩泉町の人々が撮影した写真をカウギル・ホール (Cowgill)
において展示致します。あの日、未曾有の被害を受けた岩泉町は、少しずつではあっても復興
を続けています。津波の直後から建築家の皆様は、岩泉町の悲劇を記録に留めようと、あらゆ
る年代の住民にカメラを提供致しました。このユニークな試みにより、私たちはこの地域で暮
らしてきた人々が、震災でほぼ全てを失ってしまった現実を肌で感じることができるのです。
津波直後からのリアルタイムな経過、復興の過程は、災害の貴重な記録になるとともに、長く
輝かしい未来を目指し懸命に取り組む岩泉町の人々の、不屈の精神を表したものともいえます。
現在、コミュニティの回復力といった概念が、大いに着目されています。また、生き生きと描
写されたこれらの写真は、比類のない貴重な教訓であり、世界中の人々に恩恵をもたらすもの
です。日本国内以外では初となる写真展の開催地として、このヴァージニア工科大学をお選び
いただいたことに、厚くお礼を申し上げます。

Charles Steger（ヴァージニア州立工科大学学長）

　　In a wonderful thought of friendship the people 
of Iwaizumi–town created the Daredemo Photographer 
- We are all photographers exhibition in conjunction 
with UIFA Japon to document the continuing existence 
of their town as a community in the days after the 
devastation by the great earthquake. Sent out as a thank 
you to those around the world who extended a helping 
hand demonstrates an important act of recovery. When 
disasters happen, there is a great deal of attention and 
coverage initially, and then it disappears. One of the 
important aspects of hosting this exhibition here at 
Virginia Tech is that it shows there are people who are 
still interested, years later, people still care. The IAWA 
was honored to showcase this effort.

 

 Donna Dunay, 

 FAIA,G.T. Ward Professor of Architecture
 Chair, International Archive of Women in
 Architecture (IAWA)

　　This unique approach enables us to share the experience of the disaster as it appeared to those 
who lived closest to it, and lost the most.  The real-time history of the aftermath of the event and 
ongoing reconstruction is a priceless record not only of the disaster, but also of the indomitable 
spirit of those who are committed to a long and bright future for Iwaizumi Town.  Today much 
attention is being given to the concept of community resiliency, and these images provide a unique 
and valuable lesson from which others around the world may benefit.   We are deeply grateful to our 
guests for choosing Virginia Tech to be the first location outside of Japan for these photographs to 
be displayed.
 Charles Steger
 Dr., President, Virginia Polytechnic Institute and State University

4 世界からの復興応援

ヴァージニア州立工科大学における写真展（2013年 5月）オープニング挨拶より抜粋
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第 4章　岩泉・小本のいま̶その 3

　ブラックスバーグ町長として、また、市民の代表として、私たちは、岩泉
町民の皆様と日本の皆様を歓迎し、私たちの友情を述べたいと思います。
　「だれでもフォトグラファ」は、
復興期の重要性と皆様の復興への
力を記録することによって、町民の
方々の復興への決意と精神を表して
います。「この災害に苦しむ人々自

身によって、なにが真実なのかを写し出す『写真』と
いう手段で、本当の現況を世界に知らせる」ことは、
私たちをあなた方の生活の一部に招き入れてくれるこ
とになるのです。はるか 6000マイルかなたのまちか
ら、あなた方と思いを共有し、あなた方のご健勝と生
活再建、あなた方のまちの復興への貢献を祈ります。

Ron Rordam（ブラックスバーグ町長）

　｢だれでもフォトグラファ｣ の皆様からの復興メッセージを多くの方々に提供する好機をいただ
けたことに心より感謝申し上げます。女性センター「ブーケ 21」は男女共同参画社会を推進する
拠点施設で、1階にある交流コーナーは男女問わず幅広い年代の方が訪れます。そこでは学習や
交流など自分を磨いたり、見つめ直したり、自分らしく生きることを考えたり、何かを変えよう

と踏み出そうとしている方が集います。そんな空間に、「だれでもフォトグラ
ファ」の作品は、生きる力・感じる力・思いやる力・育つ力など人間の多くの
エネルギーを与えてくれ、心を動かされ勇気をいただきました。カメラを相棒
に今日も新たな発見をしているのかと想像し、その心
と着実な復興の便りが届くことがとても楽しみです。

飯野徳子（東京都中央区立女性センター「ブーケ 21」）

　甚大かつ壊滅的な被害をもたらした災禍の後に、私は被災地を訪れる機会を得ました。地震
とそれによって引き起こされた津波は、住民の方々に深い傷跡を残し、被災者の方々の心が癒

されるためには、まだ長い時間を費やす必要があると思います。しかし、立
ちはだかる困難を乗り越えようとする勇気と、現実を受けとめる力を目にし
て、以前と変わらぬ生を取り戻そうとする姿勢や決意を賞賛せずにはいられ
ませんでした。その粘り強さと実行力は、私たちすべての人間に共通するも
のとして、記憶されなければならないと思います。
 Solange D’Herbez de la Tour（国際女性建築家会議 会長）

＊ 5人のメッセージは「だれでもフォトグラファ」の写真展を開催した各地から送られてきたものである。紙面の都
合上、原文、訳文ともに要約している

　　Juste après le sinistre qui a frappé par son ampleur et son intensité le peuple japonais 
le 11 mars 2011, j’ai eu le privilège de me rendre personnellement sur les lieux.
　　Le tremblement de terre et le tsunami qui ont suivis ont laissé après leurs passages, 
des populations gravement atteintes.
 　　Leurs blessures traumatisantes seront longues à se résoudre.
　　Néanmoins vu et connaissant leur courage et leur force d’acceptation à surmonter 
les difficultés, qui se dressent devant eux, nous devons qu’admirer leur courage et leur 
détermination à soigner leurs blessures et à reprendre la vie comme avant.  
　　Leur ténacité et leur force de travail doivent rester comme un exemple pour nous tous. 

 Solange D’Herbez de la Tour
 President, Union Internationale des Femmes l’Architectes

　　As Mayor of Town of Blacksburg, and on behalf 
of our citizens, we extend a warm welcome and 
heartfelt friendship to the citizens of Iwaizumi-town 
and Japan.
　　The “Da-re-de-mo Photographer” exhibition 
demonstrates the commitment and spirit of your 
community to document the importance of this 
recovery time and the resilience of your citizens. “To 
report the true conditions to the world with photos 
taken by those who have suffered from this disaster, 
being true to their situation” invites us to be a part 
of your lives. We hope that sharing images of your 
town 6,000 miles away from ours brings comfort and 
strength in reconstructing your lives and contributes 
to the recovery of your town.
　　Sincerely,
 Ron Rordam

 Mayor
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5
「
だ
れ
で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
」
と
と
も
に

—

写
真
家
・
橋
本
照
嵩

◆
写
真
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
た

　

4
年
間
を
振
り
返
っ
て
最
も
感
じ
る
こ
と
は
、「
格
段
に
写
真

が
よ
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
撮
る
も
の
に
迫
っ
て
い

て
、
力
が
あ
り
、
撮
り
た
い
も
の
を
撮
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

い
つ
も
車
や
ポ
ケ
ッ
ト
に
カ
メ
ラ
を
持
ち
歩
い
て
、
写
真
が
身
近

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。

　

カ
メ
ラ
を
構
え
る
立
ち
位
置
も
、
体
を
前
後
、
左
右
、
上

下
と
動
か
す
う
ち
に
、体
を
ぶ
つ
け
て
撮
れ
る
よ
う
に
な
り
、

技
術
と
気
持
ち
が
一
体
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

◆
被
災
地
を
撮
る

　

初
め
は
驚
き
や
嘆
き
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
た
と
思
わ
れ
る

が
、
年
月
が
た
つ
う
ち
に
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
驚
き
だ

け
で
は
終
わ
ら
な
い
写
真
的
「
目
」
が
養
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　

私
自
身
、
故
郷
の
「
石
巻
」
を
撮
っ
て
い
る
が
、
私
は
被

災
地
を
撮
ら
な
か
っ
た
ら
後
悔
す
る
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
撮

る
と
決
め
た
。
子
ど
も
の
頃
泳
い
で
育
っ
た
北
上
川
が
心
か

ら
離
れ
な
か
っ
た
。
被
災
地
の
人
々
が
も
つ
亡
く
な
っ
た
人

へ
の
祈
り
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
へ
の
祈
り
を
感
じ
て
い
る
。

◆「
だ
れ
フ
ォ
ト
」の
素
晴
ら
し
さ
は
継
続
性
に
あ
る

　

被
災
地
の
写
真
撮
影
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、「
だ
れ
フ
ォ

ト
」
の
素
晴
ら
し
さ
は
継
続
性
に
あ
る
。
継
続
す
る
中
で
自

分
た
ち
の
日
常
を
認
識
で
き
記
録
し
て
い
く
意
味
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
合
評
会
で
発
表
で
き
る
こ
と
も
刺
激
に

な
っ
て
い
る
。
互
い
の
写
真
を
見
て
認
め
合
え
る
こ
と
は
大

き
い
。
小
本
駅
構
内
や
国
内
外
で
の
展
示
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
で
発
表
の
場
を
持
ち
、
今
を
伝
え
、
継
続
し
て
知
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
大
切
だ
。

　
「
見
慣
れ
た
風
景
」「
家

族
」「
暮
ら
し
」
な
ど
、
身

近
な
も
の
を
撮
る
こ
と
で
自

分
た
ち
の
暮
ら
し
を
実
感
で

き
る
。
い
い
と
感
じ
た
ら
必

ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
、
こ

れ
か
ら
も
日
常
の
実
感
を
撮

り
続
け
て
欲
し
い
。

橋本照嵩氏（はしもとしょうこう）写真家／昭和 14年、宮城県石巻市生まれ。日本大学芸術学部写真科卒業。
昭和 49年、写真集『瞽女』（のら社）で日本写真家協会新人賞受賞。平成 17年、石巻の風景を 50年撮影し、
写真集『北上川』（春風社）刊行。平成 26年、写真集『西山温泉』（禪フォトギャラリー）刊行。平成 26年、
東日本大震災により被災したふるさと石巻の写真を撮った『石巻 2011.3.27～ 2014.5.29』（春風社）を刊行。 92



第
5
章

復
興
の
進
捗

工
事
車
両
が
行
き
交
い

堤
防
が
海
や
川
を
遮
り　

腰
廻
山
は
削
ら
れ
て

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ト
ン
ネ
ル
橋
脚
が
現
れ

景
色
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た

昔
に
戻
る
こ
と
は 

も
う 

し
な
い

小
本
駅
を
中
心
と
し
て

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
挑
む
私
た
ち

復
興
と
は
何
か
を

問
い
続
け
な
が
ら

撮影：長崎基一93



1
　
東
日
本
大
震
災
・
復
興
の
中
の
岩
泉

　
東
日
本
大
震
災
と
岩
泉
町

　

平
成
23
年
３
月
11
日
午
後
２
時
46
分
、
宮
城
県
沖
を
震
源

と
し
て
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.0
と
い
う
、
日
本
周
辺
で
は
観

測
史
上
に
か
つ
て
な
い
規
模
の
地
震
が
起
き
た
。
最
大
震

度
7
の
揺
れ
が
数
分
間
に
わ
た
っ
た
後
に
襲
っ
た
津
波
は

8
6
9
年
の
貞
観
地
震
以
来
と
い
う
大
き
さ
だ
っ
た
。
震

災
関
連
死
を
含
め
る
と
２
万
人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
る
人
的

被
害
の
9
割
、
全
半
壊
な
ど
合
わ
せ
て
46
万
棟
近
く
に
上
る

建
物
被
害
の
多
く
は
こ
の
津
波
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
。

　

内
閣
府
で
は
経
済
的
被
害
額
を
16
～
25
兆
円
と
試
算
し
て

い
る
。
こ
れ
は
平
成
23
年
度
の
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県

の
県
内
総
生
産
額
の
合
計
18
兆
円
に
ほ
ぼ
匹
敵
し
、
世
界
銀

行
も
自
然
災
害
に
よ
る
経
済
的
損
失
額
と
し
て
は
史
上
1
位

と
推
計
し
て
い
る
。
さ
ら
に
津
波
は
原
子
力
発
電
所
の
メ
ル

ト
ダ
ウ
ン
事
故
を
呼
び
、こ
の
未
曾
有
の
災
害
に
対
し
て
、「
国

を
挙
げ
て
対
処
す
る
た
め
」
震
災
の
翌
年
に
復
興
庁
が
創
設

さ
れ
、
一
元
化
を
図
っ
た
効
率
的
な
復
興
が
目
指
さ
れ
た
。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,000

死者・行方不明者数

死者・行方不明者数 （人）

人的被災 /人口

人的被災 /人口 （％）
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

洋野町
久慈市
野田村
普代村
田野畑村
岩泉町
宮古市
山田町
大槌町
釜石市
大船渡市
陸前高田市
気仙沼市
南三陸町
石巻市
女川町
東松島市
松島町
利府町
塩竃市
七ヶ浜町
多賀城市
仙台市
名取市
岩沼市
亘理町
山元町
新地町
相馬市
南相馬市
浪江町
双葉町
大熊町
富岡町
楢葉町
広野町
いわき市

図 1　人的被害状況

資料：各自治体ホームページより　UIFA JAPON作成
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第 5章　復興の進捗

　

被
災
状
況
は
地
形
な
ど
で
異
な
り
、
岩
手
県
南
部
か
ら
宮

城
県
北
部
の
被
害
が
大
き
い
が
（
図
１
参
照
）、
被
害
の
大

き
か
っ
た
東
北
３
県
（
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
）
の
太

平
洋
沿
岸
を
見
る
と
、
被
災
し
た
市
町
村
の
規
模
は
小
さ
な

村
か
ら
人
口
百
万
を
越
す
政
令
市
ま
で
多
様
で
、
首
長
を
始

め
と
す
る
職
員
が
被
災
し
て
い
る
な
ど
、
復
興
の
取
組
み
に

大
き
な
困
難
も
あ
っ
た
。

　

岩
泉
町
は
死
者
13
人
（
関
連
死
含
む
）、
家
屋
2
0
8
棟

の
被
害
を
受
け
た
。
地
盤
が
強
い
内
陸
部
に
直
接
被
害
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
海
に
面
し
た
小
本
地
区
で
の
津
波
被
害
が
大

き
か
っ
た
。
小
本
は
町
の
人
口
の
う
ち
17
％
弱
を
占
め
る
地

区
で
、
全
町
体
制
で
小
本
の
復
興
に
集
中
す
る
形
が
と
れ
た

た
め
、
こ
の
被
災
を
機
と
し
た
人
口
流
出
は
あ
ま
り
起
き
な

か
っ
た
。

　
復
興
計
画
づ
く
り
の
経
緯

　

復
興
計
画
の
作
成
は
、
国
レ
ベ
ル
で
平
成
23
年
4
月
に
有

識
者
に
よ
る
復
興
構
想
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
議
論
は

12
回
に
及
ん
で
6
月
に
提
言
が
発
表
さ
れ
、「
い
の
ち
優
先
、

減
災
、
二
線
堤
」
な
ど
の
基
本
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。

6
月
か
ら
は
自
治
体
ご
と
に
国
交
省
直
轄
調
査
が
始
ま
り
、

8
月
に
1
次
報
告
、
10
月
に
2
次
報
告
、
12
月
に
3
次
報
告

が
出
て
、
各
自
治
体
は
前
後
し
て
調
査
に
基
づ
く
復
興
計
画

を
議
会
承
認
し
て
い
る
。

　

町
は
震
災
直
後
に
対
策
本
部
を
設
置
し
た
後
、
4
月
に
震

災
復
興
対
策
本
部
を
設
置
し
、
被
災
者
と
意
見
交
換
、
ア
ン

ケ
ー
ト
を
重
ね
て
6
月
に
学
識
経
験
者
、
関
係
行
政
機
関
、

地
域
代
表
者
か
ら
成
る
復
興
委
員
会
を
開
催
、
そ
の
後
、
地

域
懇
談
会
、広
報
紙
に
よ
る
移
転
候
補
地
の
周
知
，ア
ン
ケ
ー

ト
、
中
学
生
議
会
な
ど
を
経
て
、
震
災
復
興
計
画
が
9
月
に

議
決
さ
れ
た
。

　

計
画
は
、
一
日
も
早
い
生
活
再
建
、
防
災
体
制
の
強
化
、

産
業
経
済
の
再
生
を
三
本
柱
と
し
、
さ
ら
に
新
た
な
地
方
の

価
値
を
創
造
し
て
町
全
体
の
発
展
に
つ
な
げ
る
こ
と
と
し

た
。
生
活
再
建
は
住
宅
の
確
保
、
社
会
生
活
基
盤
の
再
生
、

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
充
実
、
教
育
・
文
化
の
振
興
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
を
目
指
す
と
し
、
防
災
体
制
の
強
化

と
し
て
は
防
潮
堤
な
ど
防
災
設
備
の
復
旧
強
化
と
併
せ
、
災

害
時
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
や
避
難
・
支
援
体
制
の
再
構
築
、

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
な
ど
の
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
、
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産
業
経
済
の
再
生
は
地
場
産
業
の
再
生
・
復
興
と
共
に
、
雇

用
の
創
出
を
目
指
し
て
い
る
。
計
画
期
間
は
平
成
24
年
度
ま

で
の
復
旧
期
、
26
年
度
ま
で
は
再
生
期
、
31
年
度
ま
で
を
発

展
期
と
定
め
た
。

　
復
興
の
指
標
で
見
る
現
況

　

復
興
の
現
況
を
見
る
の
に
指
標
と
で
き
る
の
は
、
事
業
計

画
の
内
容
や
そ
の
達
成
度
と
い
う
数
値
、
言
葉
に
表
現
で
き

る
も
の
と
な
る
。
具
体
的
に
は
住
宅
整
備
、
防
災
対
策
、
産

業
復
興
、
人
口
動
向
な
ど
を
指
標
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
復
興
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
し
な
が
ら
町
の
現
況
を
確
認
す
る
。

① 

住
宅
整
備
は
ま
ず
ま
ず
順
調

　

震
災
後
は
ど
の
被
災
地
で
も
ま
ず
仮
設
住
宅
建
設
が
急
が

れ
た
。
従
来
の
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
に
加
え
て
、
木
造
の
仮
設
住

宅
も
登
場
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
た
質
の
向
上

へ
の
努
力
が
認
め
ら
れ
る
方
向
が
あ
り
、
借
家
の
み
な
し
仮

設
も
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
本
格
住
宅
を
整
備
し
て
こ
そ

復
興
で
あ
り
、
復
興
計
画
で
は
東
北
3
県
だ
け
で
5
万
戸
を
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※福島県における原発避難者向け災害公営住宅の整備戸数は、整備中の1,455戸（上記戸数に含まれる）を含み、全体で4,890戸を予定しており、
　うち3,700戸は平成27年度までの入居を、1,190戸は平成27年度以降早期の入居を目指している（平成25年12月時点）。
※平成24年度の供給戸数は実績値。平成25年度以降の供給数は見込。
※「調整中」は、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの。
※「供給見込時期」は、災害公営住宅の場合は建物の引き渡し見込時期、民間住宅等用宅地の場合は宅地造成工事の完成見込時期。
※「民間住宅等用宅地」は、地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地数を計上。
※上記の数値は平成25年12月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計・整理したもの。
　最新版は復興庁ホームページに掲載（http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-12/20130730105832.html）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度以降
（「調整中」を含む）

（％） （戸）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度以降
（「調整中」を含む）

（％） （戸分）

2％

118 587

2,128

50
50 357

2,379

4,971
6,038

15,543

12,195

3,409
4,139

1,403

7,076

0％

10％
9％

46％
35％

82％
78％

100％
100％

1％

2
291

1263

10227 399

2684
668

4,657

8,405

11,808

873

2,075

698

5,937

0％

6％
3％

23％
15％

55％
50％

100％
100％

岩手県
宮城県
福島県

岩手県
宮城県

岩手県
宮城県
福島県

岩手県
宮城県

災害公営住宅の供給見込 民間住宅等用宅地の供給見込

供
給
戸
数

進
捗
率

供
給
戸
数

進
捗
率

図 2　災害公営住宅、民間住宅等用宅地の供給見込時期・累計（平成 25年 12月末時点）

資料：「復興の現状」復興庁（平成 26年 5月 30日）
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第 5章　復興の進捗

超
え
る
住
宅
整
備
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
3
年
を
過
ぎ
（
26

年
3
月
末
）
現
在
、
実
現
は
1
割
に
満
た
な
い
状
況
で
、
復

興
の
ス
ピ
ー
ド
は
遅
く
、
被
災
者
の
苛
立
ち
の
大
き
な
原
因

と
な
っ
て
い
る
（
図
2
参
照
）。
平
成
25
年
度
の
国
の
復
興

予
算
の
35
％
が
未
執
行
と
な
っ
た
の
は
、
需
要
増
大
に
よ
る

人
件
費
、
建
設
費
の
高
騰
に
よ
る
入
札
不
調
に
よ
る
影
響
も

あ
る
。

　

26
年
6
月
時
点
で
、
災
害
公
営
住
宅
は
福
島
県
分
を
除
い

て
完
了
が
11
％
、
防
災
集
団
移
転
に
よ
る
土
地
造
成
は
工
事

完
了
22
％
、
土
地
区
画
整
理
は
宅
地
引
渡
開
始
地
区
8
％
、

漁
業
集
落
防
災
強
化
は
工
事
完
了
30
％
と
い
う
現
況
に
な
っ

て
い
る
。

　

町
で
は
後
に
個
別
の
事
業
で
見
る
よ
う
に
、
が
れ
き
の
撤

去
に
始
ま
り
、
仮
設
住
宅
の
建
設
入
居
が
23
年
5
月
、
用
地

取
得
か
ら
設
計
作
業
、
工
事
業
者
の
選
定
、
発
注
な
ど
を
経

て
25
年
に
災
害
公
営
住
宅
森
の
越
団
地
が
完
成
・
入
居
、
26

年
に
は
小
本
団
地
も
完
成
・
入
居
し
て
い
る
。
集
団
移
転
地

は
造
成
中
で
27
年
3
月
の
引
き
渡
し
予
定
で
あ
り
、
被
災
地

全
体
の
中
で
は
ま
ず
順
調
と
い
え
る
方
で
あ
る
。

② 

防
災
対
策
は
ま
ち
づ
く
り

　

防
潮
堤
や
土
地
の
か
さ
上
げ
な
ど
、
再
び
襲
う
可
能
性
の

あ
る
大
災
害
に
備
え
る
に
は
、
復
興
構
想
会
議
が
示
し
た
よ

う
に
、避
難
計
画
も
含
め
た
「
減
災
」
の
考
え
方
に
た
っ
て
、

二
線
堤
と
し
て
の
か
さ
上
げ
道
路
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
と
し

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
防
潮
堤
の
高
さ
な
ど
で
住
民
合

意
が
得
ら
れ
に
く
い
自
治
体
も
あ
っ
た
が
、
ハ
ー
ド
系
の
公

共
イ
ン
フ
ラ
は
お
お
む
ね
順
調
に
復
興
が
進
み
、
住
宅
整
備

の
遅
れ
に
比
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
海
岸
対
策
、
海
岸
防

災
林
対
策
は
70
％
前
後
、
河
川
対
策
、
水
道
施
設
、
下
水
道
、

災
害
廃
棄
物
処
理
な
ど
は
90
％
前
後
、
交
通
網
は
道
路
、
鉄

道
、
港
湾
と
も
1
0
0
％
に
近
く
回
復
途
上
に
あ
る
。

　

町
で
は
小
本
の
防
潮
堤
や
河
川
堤
防
を
強
化
す
る
こ
と
で
、

従
来
の
土
地
に
住
む
選
択
肢
も
可
能
と
し
た
が
、
安
全
性
を

重
視
し
て
い
た
小
中
学
校
や
こ
ど
も
園
を
は
じ
め
と
し
た
中

心
市
街
地
を
三
陸
鉄
道
小
本
駅
周
辺
に
集
約
す
る
方
向
で
整

備
を
進
め
て
い
る
。
徒
歩
で
回
遊
で
き
る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

は
環
境
に
も
や
さ
し
い
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

小
本
駅
舎
と
一
体
に
な
っ
た
複
合
拠
点
ビ
ル
は
、
津
波
防

災
避
難
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
、
役
場
支
所
、
診
療
所
も
含
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む
な
ど
中
心
的
機
能
を
有
し
、
27
年
度
の
完
成
を
目
指
し
て

工
事
中
で
あ
る
。

③ 

産
業
復
興
は
ま
だ
ら
模
様

　

産
業
別
に
見
る
と
、
農
業
は
農
地
７
割
で
除
塩
な
ど
に

よ
っ
て
営
農
再
開
見
込
み
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
を
見

据
え
た
面
的
な
集
積
に
よ
る
経
営
規
模
拡
大
や
、
土
地
利
用

の
整
序
化
を
図
る
農
地
の
大
区
画
化
な
ど
も
進
ん
で
い
る
。

　

水
産
業
は
漁
港
の
回
復
が
91
％
、
水
揚
げ
７
割
、
水
産
加

工
施
設
は
79
％
だ
が
、
震
災
に
よ
り
失
わ
れ
た
販
路
確
保
の

問
題
な
ど
が
あ
っ
て
、
水
産
加
工
業
者
の
売
り
上
げ
回
復
が

遅
れ
て
い
る
。

　

観
光
業
は
、観
光
客
の
宿
泊
者
数
に
改
善
が
見
ら
れ
る
が
、

全
国
で
は
増
加
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
東
北
の
足
取

り
は
弱
く
、
本
格
的
な
復
興
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

（
図
３
参
照
）。

　

町
の
漁
業
は
小
本
浜
漁
業
協
同
組
合
が
定
置
網
を
再
開
す

る
の
も
比
較
的
早
か
っ
た
。
漁
船
の
手
当
も
終
え
た
が
、
高

齢
化
も
あ
っ
て
、
こ
の
機
に
漁
業
を
や
め
る
人
も
出
た
。
農

業
で
は
農
地
の
除
塩
を
終
え
、
主
と
な
る
酪
農
へ
の
影
響
は
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※福島県における原発避難者向け災害公営住宅の整備戸数は整備中の1,455戸（上記戸数に含まれる）を含み、全体で4,890戸を予定しており、
　うち3,700戸は平成27年度までの入居を、1,190個は平成27年度以降早期の入居を目指している（平成25年12月時点）。
※平成24年度の供給戸数は実績値。平成25年度以降の供給数は見込み。
※「調整中」は、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの。
※「供給見込時期」は、災害公営住宅の場合は建物の引き渡し見込時期、民間住宅等用地の場合は住宅地造成工事の完成見込時期。
※「民間住宅等用地」は、地方公共団体が土地区画整備事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地数を計上。
※上記の数値は平成25年12月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計・整理したもの。
　最新版は復興庁ホームページに掲載（http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-12/20130730105832.html）
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※［観光客中心の宿泊施設］とは、宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50％以上と回答した施設。

図 3　産業の復旧・復興の状況［観光業］

資料：「復興の現状」復興庁（平成 26年 5月 30日）

■観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊者数（同月比の推移）
観光客中心の宿泊施設は、平成 25年においても平成 22年値との比較において、全国・
東北 6県・東北 3県いずれもマイナスとなっている。
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第 5章　復興の進捗

少
な
か
っ
た
が
、
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ラ資料：「復興の現状」復興庁（平成 26年 5月 30日）

図 4　人口推移（被災 3県の沿岸市町村）

被災3県の沿岸市町村（仙台市除く）
被災3県
全国（3県を除く）

（平成22年1月を1.00とする）

H22
1月

4月 7月 10月 H23
1月

4月 7月 10月 H24
1月

4月 7月 10月 H25
1月

H26
1月

4月 7月 10月

被
災
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全
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口（
計
）指
数

岩手県の沿岸市町村
宮城県の沿岸市町村（仙台市除く）
福島県の沿岸市町村

（平成22年1月を1.00とする）

H22
1月

4月 7月 10月 H23
1月

4月 7月 10月 H24
1月

4月 7月 10月 H25
1月

H26
1月

4月 7月 10月
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岸
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口（
計
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1.01

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

1.02

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88

沿岸市町村の人口推移は、減少傾向にあるものの、平成 24年 4
月以降、減少の度合いが鈍化している。
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第 5章　復興の進捗

1 災害廃棄物（がれき・津波堆積物）処理
①事業内容
　東日本大震災の災害廃棄物の処理にあたり、小本仮置場までの搬入について
は岩泉町で行ない、その後の処理は岩手県に委託した。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費 20億 9,094万円
　国庫補助金  18億 4,821万円
　県補助金 5,109万円
　特別交付税 1億 9,163万円

④スケジュール
　平成 25年 10月までに災害廃棄物を小本仮置場に搬入、分別処理後に宮古
市藤原埠頭（一次保管施設）に搬出完了。
　 平成 26年 3月までに仮置場の土質調査後、埋め戻しを完了した。

⑤事業概要
　小本仮置場（岩泉町小本字須賀 18番地ほか）で次の事業を実施
　災害廃棄物処理：処理量   64,982t

 内訳 がれき  30,834t

  津波堆積物   34,148t

平成 24 年 9 月撮影【着工前】

平成 26 年 4 月撮影【完成】
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2 小本地区復興排水施設
①事業内容
　地盤沈下に対応するため集落内の冠水を防ぐことを目的に排水施設の強化を
行う。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　5億 3,800万円（用地取得、設計、工事）
　復興交付金

④スケジュール
　平成 26年 4月着工、27年 9月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字小本で次の工事を実施
　調整池 2カ所、側溝工、カルバート工、道路工の施工

平成 26 年 12 月撮影

平成 23 年 3 月撮影
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5章　復興の進捗　

3 小本海岸須賀地区海岸災害復旧事業 
①事業内容
　東日本大震災津波により被災した小本海岸防潮堤の復旧を行うものである。
　津波が防潮堤を超えたため、陸側被覆工の基礎部周辺が洗掘され、基礎工
及び被覆工（枠張工）が被災したことから、基礎工及び被覆工を復旧するとと
もに、基礎工下部に矢板を設置して洗掘に耐えられる構造とし、再度災害の防
止を図る。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　総事業費（工事費）9,658.5万円
　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金（負担率 97.2％）

④スケジュール
　災害査定：平成 23年 10月下旬
　工　　期：平成 24年 3月 31日～平成 25年 3月 20日

⑤事業概要
　岩泉町小本字須賀 57番地 7～ 60番地 2で次の工事を実施
　復旧延長 332.8m、矢板工 906枚、枠張工 1,185㎡、排水構造物工 1式

被災状況 2
（平成 23 年 3 月撮影）

被災状況 1
（平成 23 年 3 月撮影）

完成後（平成 25 年 8 月撮影）

工事中
（平成 24 年 9 月撮影）
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4 小本漁港海岸
①事業内容
　津波による被害で崩壊した海岸堤防について災害復旧工事を実施する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　1億 1,300万円（工事費）
　漁港施設災害復旧事業国庫負担金

④スケジュール
　平成 23年 5月着工、25年 3月完了

⑤事業概要
岩泉町小本字小本で次の工事を実施　
小本漁港海岸防潮堤 271mの復旧

平成 24 年 6 月撮影平成 23 年 3 月撮影

平成 26 年 12 月撮影
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第 5章　復興の進捗

5 小本川̶三陸高潮対策事業

①事業の内容
　東日本大震災津波により甚大な被害を受けた岩泉町小本地区において、既
設海岸防潮堤の背後に新たに山付堤防を整備するとともに河川堤防をかさ上げ
し、津波から居住地を防護する工事を行う。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　総事業費　12億 6,000万円
　社会資本整備総合交付金（復興枠）

④スケジュール
　平成 25年 6月工事請負契約締結、27年度中完成（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本で次の整備を実施
　山付堤防 L=121m　整備高 T.P.+14.7mの整備
　小本川右岸堤防 L=398mのかさ上げ
　小本川左岸堤防 L=1,812mのかさ上げ

【施工中】

【着工前】

小本川水門

小本川

小本港
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6 茂師漁港̶海岸保全施設災害復旧事業
①事業内容
　平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震による大津波では、
茂師漁港海岸の海岸保全施設及びその後背地の民家や漁協施設が甚大かつ深
刻な被害を被った。この震災を受けて岩手県では、比較的発生頻度の高い津波
を対象とした堤防等海岸保全施設の整備、並びに発生頻度は低いが堤防を越え
るような大津波に対して粘り強くその機能を有する構造物の整備を復旧の方針
として示した。この方針に基づき地震や津波などの天災から地域の人命及び財
産を守るため、被災した堤防や水門等海岸保全施設の復旧を図る。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　災害復旧事業費　5億 4,600万円　
　公共土木施設災害事業費国庫負担金（負担率 97.2％）

④スケジュール
　平成 25年 7月本工事着工、28年 3月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字茂師地先で次の工事を実施
　堤防：傾斜堤　天端高 TP+16.0m　延長 L=65m　盛土量 9,800㎥
　乗越し道路：延長 L=263.5m　道路幅員 B=5.0m　 
　樋門：ボックスカルバート　外径W11.50m× 5.30m（内空W5.00m× 4.00m× 2門）
　水門：バランスウエイト式フラップゲート　W5.00m×H2.60m　2門

【震災後　着工前】

【震災前】

施工全景【工事進行中】

樋門据付【工事進行中】
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第 5章　復興の進捗

7 茂師漁港̶漁港施設災害復旧事業
①事業内容
　平成 23年 3月11日の東日本大震災により発生した地震・津波により、防波
堤の倒壊や消波工の飛散や流失、岸壁・護岸、道路の破損、地盤沈下による
施設の機能低下等、壊滅的な被害により漁業活動ができない状況であった。よっ
て、これら漁港施設を被災前の状態に復旧（機能の回復）するため、災害復旧
工事を行う。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　災害復旧事業費　33億円
　公共土木施設災害事業費国庫負担金（負担率 97.2％）

④スケジュール
　平成 23年度着工、27年度完了（予定）　
　26年 11月現在　進捗率 75.0%
　26年度までは港内の瓦礫撤去や防波堤、岸壁・物揚場、護岸、船揚場等の
主要な施設の復旧を終え平成 27年度は、道路や用地の舗装整備を行い完了す
る予定。

⑤事業概要
　岩泉町小本字茂師地先で次の工事を実施　　　　　
　防波堤 L=493m、突堤 L=97m、護岸 L=377m、岸壁 L=167m、
　物揚場 L=113m、船揚場 L=80m、臨港道路 L=409m、泊地 A=58,208㎡

平成 23 年 4 月撮影　全景【被災直後】

沖防波堤　【被災直後】 消波工据付状況【施工中】 【完成】

平成 26 年 12 月撮影　全景
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8 小本漁港
①事業内容
　津波被害のあった漁港の船揚場、物揚場、導流堤、防波堤などの復旧工事
及び沈下した小本漁港のかさ上げ工事を行う。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費 14億 2,400万円（工事費）
　漁港施設災害復旧事業国庫負担金

④スケジュール
　平成 23年 4月着工、27年 3月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字小本で次の工事を実施
　小本漁港の船揚場、物揚場、導流堤、道路、橋梁などの復旧

平成 26 年 10 月撮影

平成 23 年 3 月撮影
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第 5章　復興の進捗

9 小本港
①事業内容
　東日本太平洋沖地震に伴う津波によって、小本港では防波堤が倒壊するなど、
以下のような被害が発生した。
　防波堤 2（ケーソン倒壊、破損）、物揚場（地盤沈下、上部工及び直立消波
工倒壊）、岸壁取付護岸（上部工及び方塊ブロック倒壊）、防波堤 3（パラペッ
ト一部倒壊、消波ブロック流失）、臨港道路（路面損傷、法面崩落、側溝破損）。
また、その他の施設についても、地盤沈下に伴い港湾施設として必要な所定の
高さを満たさない状態になるなど、ほぼ全ての施設について被害が及び、被災
額は約15億円である。復旧事業の内容は、震災前の港湾施設に戻すものである。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　総事業費　14億 4,700万円
　港湾災害復旧事業

④スケジュール
　平成 24年 5月着工、27年 9月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字須賀で次の事業を実施
　小本港の防波堤、物揚場、岸壁取付護岸、臨港道路などの復旧

平成 23 年 6 月撮影　小本港【被災後】

平成 26 年 11 月撮影　小本港【復旧工事完了後】
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10 避難路
①事業内容
　漁港付近で作業中の漁業者が素早く安全な高台に避難できるよう避難路を整
備する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　6億 2,000万円（用地取得、設計、工事）
　復興交付金

④スケジュール
　平成 24年 12月着工、27年３月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字下中野で次の事業を実施
　旧小本中学校付近から小本川水門まで避難路 408mの築造
　高さ約 8メートル、道路幅 5.0メートル

平成 25 年 12 月撮影

平成 25 年 1 月撮影
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11 三陸沿岸道路（復興道路）
①事業内容
　三陸沿岸道路「田老岩泉道路（田老～岩泉）」は、宮古市田老から岩泉町小
本を結ぶ約 6㎞の自動車専用道路である。
　現道の線形不良区間、津波浸水区間を回避し、走行性が向上するとともに、
所要時間の短縮により救援物資の輸送拠点となる久慈港と宮古市間のアクセス
性向上、救急医療施設への速達性向上等の効果が期待される。

②事業主体
　国（国土交通省）

③財源と予算
　総事業費　470億円（田老岩泉道路）

④スケジュール
　平成 23年度（第 3次補正予算）事業化、平成 25年 3月着工、平成 29年
度開通目途（三陸沿岸道路のうち田老岩泉道路　L=6km区間）

⑤事業概要
　岩泉町小本字小成～中島字長内地内で次の工事等を実施（写真は中島字長内
付近）
　道路建設に伴う用地買収（町担当）、改良工事、トンネル工事、橋梁工事ほか
の施工

平成 25 年 6 月撮影　
【工事中 - 施工ヤード造成中】

平成 23 年 12 月撮影　
R455 側から小本川方面【着手前】

平成 27 年 1 月撮影　【工事中 - 函渠工完成】
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12 県道久慈岩泉線（復興支援道路）
①事業内容
　内陸部から久慈市と岩泉町にアクセスする国道間を南北に連絡する復興支援
道路、久慈岩泉線の 2カ所（①龍泉洞、②大月峠）で交通隘路を解消する。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　①龍泉洞：総事業費　2億 1,100万円、地方特定道路整備事業
　②大月峠：総事業費　12億円、社会資本整備総合交付金（復興枠）　

④スケジュール
　①龍泉洞：平成 24年 8月供用開始
　② 大月峠：平成 24年度詳細設計、25年度工事着手、28年度完成（予定）

⑤事業概要
　岩泉町安家字半城子～岩泉字志田で次の工事を実施
　①龍泉洞：L=1,100mの延長施工　②大月峠：L=2,100mの延長施工

龍泉洞【施工後】

龍泉洞【施工前】

大月峠【施工後 - 一部区間】

大月峠【施工中】

大月峠【施工前】
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13 国道 340号押角峠地域連携道路整備事業
①事業内容
　国道 340号宮古・岩泉間の押角峠は、幅員狭小の 1車線区間で線形不良や
急勾配が連続する交通の難所となっている。これらを解消するため、道路整備
を行う。

②事業主体
　岩手県

③財源と予算
　総事業費　約 65億円

④スケジュール
　平成 26年着工、34年完了（予定）

⑤事業概要
　宮古市和井内～岩泉町大川で次の整備を実施
　計画延長　3,300m、計画幅員　6.0（9.0）m、トンネル延長　2,970mの
整備

平成 23 年 1 月撮影
冬期除雪状況（幅員狭小・倒木）

平成 25 年 10 月撮影
急勾配・急カーブ

平成 25 年 9 月撮影
JR 岩泉線押角トンネル

国道 340 号線押角峠現道区間の課題整理

押角峠区間
大型車とのすれ違い

ロックネット設置

押角峠区間に線形
不良区間が存在

押角峠区間に線形
不良区間が存在

国道 340号現道（押角峠付近）の道路概要
 ・道路種級区分：第 3種第 4級
 ・現況交通量：806台／日（H22センサス交通量）
 ・規制速度：V＝ 30㎞／ｈ
 ・冬期期間通行止なし
道路種級区分及び規制速度から定める幅員、曲線半径、縦断勾配の規定値
 ・第 3種第４級で規定する車道の最低幅員 2.75× 2
　　　　　　　　　　　路肩の最低幅員 0.50ｍ
 ・最小曲線半径（Ｖ＝ 30㎞／ｈ）：Ｒ＝ 30ｍ
 ・ 縦断勾配の特例値　i=7.5%（積雪寒冷の度がは
なはだしい地域）

宮古市 岩泉町 至岩泉町市街地
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14 災害公営住宅（森の越）
①事業内容
　入居者の生活利便性と近隣に病院などをはじめとする施設がある町の中心部
に災害公営住宅を建設する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　3億 5,100万円（用地取得、設計、工事）
　復興交付金

④スケジュール
　平成 24年 8月着工、25年 5月完成、25年 5月入居開始

⑤事業概要
　岩泉町岩泉森の越 3番地 1で次の建設を実施
　木造 2階建て 2棟 9戸、木造平屋建て 1棟 6戸の建設　　

平成 25 年 2 月撮影

平成 25 年 5 月撮影

平成 25 年 1 月撮影
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15 災害公営住宅（小本駅周辺）
①事業内容
　入居者の生活利便性とコミュニティ形成に配慮し、三陸鉄道小本駅西側隣接
地に災害公営住宅を建設する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　7億 400万円（用地取得、設計、工事）
　復興交付金

④スケジュール
　平成 25年 2月着工、26年 3月完成、26年 4月入居開始

⑤事業概要
　岩泉町小本字南中野で次の建設を実施
　小本駅周辺に RC造 2階建て 1棟 16戸、
木造 2階建て4棟 20戸の建設

平成 25 年 12 月撮影

平成 25 年 3 月撮影

平成 26 年 3 月撮影
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16 漁業集落防災機能強化事業̶集落再編（集団移転）
①事業内容
　集落の安全対策のための集落再編（集団移転）を実施する。宅地、集落道
及び上水道の基盤整備を行う。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　3億 3,040万円（用地取得、設計、工事）
　復興交付金

④スケジュール
　平成 25年 7月着工、27年 3月完了（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字南中野で次の造成を実施
　集団移転地（西団地 47区画、東団地 12区画）の造成　

平成 26 年 9 月撮影

平成 24 年 4 月撮影
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17 おもとこども園（放課後児童クラブ）
①事業の内容
　これまでの保育園としての機能に加え、幼稚園機能を併せ持った認定こども
園として整備する。また、併設して放課後児童クラブを設置する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　2億 3,100万円
　復興交付金　災害復旧費補助金

④スケジュール
　平成 26年 4月着工、平成 27年 3月完成

⑤事業概要
　岩泉町中島字長内 211番地ほかで次の建設を実施
　木造平屋建て（延床面積　599.33㎡）園舎の建設
　（内訳　こども園　499.55㎡、児童クラブ　99.78㎡）　

平成 26 年 12 月撮影
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18 小本小学校、19小本中学校
①事業内容
　平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災で被災した学校施設を移転復
旧するもので、小本小学校と小本中学校は、同一敷地に建設する。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　31億 4,600万円
　国庫負担（補助）金、復興交付金及び町費

④スケジュール
　平成 26年 5月着工、28年 2月完成（予定）

⑤事業概要
　岩泉町中島字長内及び小本字南中野地内で小本小学校、小本中学校の校舎
建設工事を実施
　
　【校舎】　鉄筋コンクリート造４階建て　　　　延床面積　4,600㎡　　　　
　　　　　小学校と中学校は同一校舎（1、2階が小学校　3、4階が中学校）
　【小学校屋内運動場】 鉄骨造　延床面積 920㎡
　【中学校屋内運動場】 鉄骨造　延床面積 1,428㎡
　【上屋付きプール】 鉄骨造　施設面積 803㎡
　【屋外運動場】 運動場面積 17,825㎡

完成イメージ図
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平成 26 年 12 月撮影　左 : こども園、右 : 学校 【工事中】

平成 26 年 12 月撮影　小中学校【工事中】
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20 小本津波防災避難施設（複合施設）整備事業
①事業内容
　事業は岩泉町震災復興計画に基づいて、被災地域の防災機能の向上と早期
復興などを図るため、災害時の活動拠点となる施設を整備するものである。
　施設はコミュニティ機能を有する一方で、有事の際には地区住民の避難施設
となり、防災拠点に相応しい構造にしている。
　また、建物には岩泉町役場小本支所、町立診療所を併設するほか、観光や三
陸鉄道小本駅の一部機能なども有することになる。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総工事費※は 13億 8,420万円
　復興交付金・震災復興特別交付税のほか、県補助金など
　※「総工事費」は、建築、電気・機械設備の各工事費の総額

④スケジュール
　平成 26年 3月着工、27年 9月建物完成（予定）、12月完全オープン（予定）

⑤事業概要
　岩泉町小本字南中野 241番地で次の建設等を実施
　鉄骨鉄筋コンクリート造、3階建て　延べ床面積、約 2100㎡
　車で避難する人のための避難滞留広場（駐車場）の整備

平成 25 年 12 月撮影
解体前の観光センター
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複合施設の完成予想図

平成 26 年 4 月撮影　仮駅舎

平成 26 年 11 月撮影【工事中】
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21 被災者の健康保持（健康相談、健康教室）
①事業内容
　町民の健康維持のため、健康相談、健康教室などを行う。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　総事業費　614万円
　被災者健康づくりサポート事業費補助金 506万円 

　高齢者の新たな生きがい創造事業　108万円

④スケジュール
　　平成 24年から実施
　小本地区の各会場で月2～5回程度の教室の実施、訪問にて健康支援の実施

⑤事業概要　
　右の事業を実施

農
作
物
に
つ
い
て
情
報
交
換

す
る
参
加
者

み
ん
な
で
イ
ス
に
座
っ
て
体
操

い
き
い
き
菜
園
で

枝
豆
の
収
穫

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

の
講
習
会

事業名 会場 開催回数
介護予防教室 2カ所 月 1回
いきがいくらぶ 4カ所 月 3～ 4回
リフレッシュ活動 - 年 6回
健康見守り訪問支援等 - 随時
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22 地域情報通信基盤整備事業
　　̶ 通称「ぴーちゃんねっと」事業
①事業内容
　役場など公共施設と各世帯を光ファイバーでつなぎ、情報を告知端末で知ら
せる。防災情報の拡充化、安心・安全なまちづくり、地域活性化を目指す。
　なお通称の「ぴーちゃんねっと」とは事業キャラクターの「あいぴーちゃん」
から名付けたもの。

②事業主体
　岩泉町

③財源と予算
　全体事業費　28億 6,000万円
　平成 24年度情報通信技術利活用事業費補助金
　平成 24年度情報通信利用環境整備推進交付金
　平成 25年度情報通信利用環境整備推進交付金

④スケジュール
　平成 25年 2月着工、27年 1月完成

⑤事業概要
　町内全域にわたり次の事業を実施
　光ファイバー 353,748m（幹線）、646,150m（引込線）の施工、4,355世帯へ
告知末端の設置

平成 25 年 9 月撮影
【光ファイバーケーブルの架設工事】

ぴーちゃんねっとキャラクターの
「あいぴーちゃん」

平成 25 年 6 月撮影　
住民を対象にした
ぴーちゃんねっと説明会

ぴーちゃん
ねっとで使用する告知端末
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H28

分
野
区
分

細
分
項
目
等

路線・
箇所名等 事業概要

年度別整備スケジュール

第 1期
（基盤復興期間）

第 2期
（本格復興期間）

第 3期
（更なる展開
への連結期間）

事
業
主
体

H23 H24 H25 H26 H27 H29 H30

海
岸
保
全
施
設

一般海岸
1小本川

（三陸高潮）
防潮堤
L=0.2km

（災害復旧）
防潮堤
L=0.3km

（災害復旧）
防潮堤 L=0.1km
水門 N=1基 他

（災害復旧）
防潮堤 L=0.2km
水門 N=1基 他

（漁港災害）
防波堤 L=493m
岸壁 L=280m他
（漁港災害）
防波堤 L=103m
岸壁 L=844m 他

（港湾災害復旧）
防波堤 L=871m
岸壁 L=119m
物揚場 L=105m 
他

診療所施設整備

（災害復旧）
移転

（災害復旧）
移転

田老岩泉道路
（田老北～岩泉）

龍泉洞

大月峠

対象戸数：59戸
（民 59戸）

木造
戸数：15戸

木造
戸数：20戸
RC造
戸数：16戸

2小本海岸

3茂師漁港
　海岸

4小本漁港
　海岸

A三陸沿岸
　道路

B（主）久慈
　岩泉線

C（国）
　340号

a小本地区

ア森の越
　（単独）

イ小本地区
　（単独）

①
茂師漁港

②
小本漁港

漁港海岸

復興道路

復興支援
道路

漁業集落
防災機能
強化

直接建設

復
興
道
路
等

災
害
公
営
住
宅

漁

　港

港

　湾

医
療

教

　育

漁港

小本港

小学校

中学校

医科
診療所

小本浜
地区

小本診療所

1 小本
　小学校

2 小本
　中学校

づ
く
り

復
興
ま
ち

町

町

町

町

県

町

町

県

県

県

国

資料：岩手県ホームページ「社会資本の復旧・復興ロードマップ」（平成 27年 1月 23日公表）

※ 事業の実施箇所や実施内容、整備スケジュールは、今後、変更する可能性があります。
※ 復興まちづくりの「民」は自立再建等の宅地数、「公」は災害公営住宅の戸数です。

押角峠
＊宮古市の復興支援道路・
　国道 340号押角峠と同一箇所

施工準備
（構造計画等）

★工事
造成工事
設計

用地・造成

用地・造成
工事

用地、設計等

用地取得・設計 造成工事

校舎・体育館等建設
設計

事業準備・住民合意

用地取得・設計 造成工事

校舎・体育館等建設設計

工事

★測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手

測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手

（H24新規）

★工事

★工事

★工事

用地、設計等

★工事

★工事

用地、
設計等

用地、
設計等

★工事

★測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手

★工事

［移転完了まで仮設校舎を使用］

［移転完了まで仮設校舎を使用］

［36戸］

［15戸］

［民 59戸］

■H25.3完成

■H25.3完成

■H25.5完成

■H26.3完成

■H24.8.28供用開始

◆H25.3.27起工式

■復興スケジュール

125



　

東
日
本
大
震
災
か
ら
四
年
の
歳
月
が
流
れ
、
住
宅
や
公
共

施
設
な
ど
を
含
め
て
、
復
興
の
具
体
化
が
目
に
見
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
被
災
地
全
体
の
苦
闘
が
続
く
一
方
で
、
激

し
く
動
く
社
会
情
勢
は
、
と
も
す
れ
ば
被
災
の
事
実
と
記
憶

の
風
化
を
招
き
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
中
で
、
復

興
状
況
の
全
体
を
見
わ
た
す
と
と
も
に
、
未
来
の
岩
泉
に
向

け
て
復
興
の
知
恵
や
工
夫
を
伝
え
る
こ
と
を
願
い
、「
明
日
の

岩
泉
へ
」「
明
日
の
岩
泉
へ　

そ
の
２
」
に
続
き
、「
明
日
の

岩
泉
へ　

そ
の
３
」
を
編
集
・
発
行
し
た
。

　

仮
設
住
宅
で
の
暮
ら
し
か
ら
災
害
公
営
住
宅
や
集
団
移
転

地
で
の
新
築
住
宅
、
被
災
場
所
で
の
修
復
し
た
住
宅
、
と
、

住
む
場
所
が
分
散
す
る
中
で
、
復
興
な
っ
た
新
し
い
ま
ち
が

新
し
い
ふ
る
さ
と
に
な
る
か
―
「
明
日
の
岩
泉
へ　

そ
の
２
」

で
示
さ
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

お
わ
り
に　

明
日
の
岩
泉
へ
　
そ
の
3

撮影：佐々木一幸
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が
あ
っ
た
。「
そ
の
３
」
に
登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の

人
々
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
の
住
み
手
の
言
葉
か
ら
は
、
か

す
か
で
は
あ
っ
て
も
新
し
い
ま
ち
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
岩

泉
の
伝
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
再
構
築
に
貢
献

し
て
い
き
た
い
と
願
う
こ
の
人
た
ち
の
未
来
に
期
待
を
寄
せ

た
い
。

　

被
災
地
の
中
で
、
住
民
自
身
が
生
活
を
記
録
す
る
「
だ
れ

で
も
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
」
は
、
忙
し
い
日
常
の
雑
事
を
乗
り

越
え
な
が
ら
継
続
し
、
撮
影
さ
れ
た
写
真
の
中
に
は
、
笑
顔

や
明
る
い
風
景
が
目
に
見
え
て
多
く
な
っ
た
。「
復
興
」
は
堤

防
や
建
物
の
建
設
だ
け
で
な
く
、
被
災
し
た
人
々
の
心
の
中

の
復
興
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同

作
業
で
培
っ
た
絆
は
新
し
い
ま
ち
の
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
構
築
に
そ
の
土
台
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

く
に
違
い
な
い
。
災
害
で
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
の
ご
冥
福
を

祈
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
し
っ
か
り
と
明
日
に

引
き
継
い
で
い
く
こ
と
を
誓
い
た
い
。
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協　力 UIFA JAPON（国際女性建築家会議日本支部）
レイアウト 朝倉惠美子

◆インタビューなど（敬称略・五十音順）

阿部一雄
阿部隆一
大場彬央
大町正明
大町雅宏

金澤慶治
小成未華
鈴木善貴
鈴木麻衣子
竹花純一

協力者一覧—ありがとうございました！

◆だれでもフォトグラファ（敬称略・五十音順）

阿部恵子
阿部大夢
阿部大海
阿部範子　
飯塚亜季　
織笠清
加藤勝彦
加藤恒悦
金澤清香

金澤千鶴子
金澤卓也
金澤玲奈
工藤栄吉
工藤良雄
熊谷貴里子
小成智子
佐々木愛香
佐々木悦子

佐々木一幸　
佐々木秀明
佐藤憲二
鈴木孝徳　
田中道雄
田村八代江
田村美夏
田村千美
田村美智

◆応援メッセージ（順不同）

Ron Rordam（ロン・ロルダム）
　Mayor, Town of Blacksburg（米国ヴァージニア州ブラックスバーグ町長）

Donna Dunay（ドナ・デュネイ）
　FAIA, G.T.Ward professor of Architecture
　Chair, International Archive of Women in Architecture
　（米国ヴァージニア州立工科大学建築学科教授、国際女性建築家アーカイブ運営委員長）

Charles Steger（チャールズ・スティーガー）
　Dr., President, Virginia Polytechnic Institute and State University（米国ヴァージニア州立工科大学学長）

Solange D’Herbez de la Tour（ソランジュ・デルベッツ・ド・ラ・トゥール）
　President, Union Internationale des Femmes l’Architectes（国際女性建築家会議　会長）

飯野徳子
　東京都中央区総務部総務課女性施策推進係／中央区立女性センター「ブーケ 21」

長崎基一
中村昭　
箱石京子
箱石チカ子
箱石芙慈子
箱石昌彦
三浦悦子
三浦淳一
三浦登紀子

冨手淳
中野裕伸
野崎アイ子
箱石純一
畠山孝男

三浦トシ子
三浦なおみ
三浦忍一郎
三浦浩子
三浦幸美
山口有稀音
山口嘉久子
和野浩也　

畠山辰子
腹子晴美
前川勉
三浦義昭
三浦善生

本村稔
本村リウ子
山口守

町立小本中学校　
　伊藤航大　三浦愛海　
　佐々木二千斗　三浦望　
　竹花侑恭　山口有稀音

小本地域振興協議会

橋本照嵩
八重樫定津彰
富士フイルム株式会社
UIFA JAPON
高柳慶子
土田環
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