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三
春
町
に
あ
る
福
島
県
環
境
創

造
セ
ン
タ
ー
は
２
０
１
６
年
に
全

面
開
所
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
前

例
の
な
い
原
子
力
災
害
か
ら
の
環

境
回
復
に
向
け
た
研
究
を
行
う
た

め
、
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

（
Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ
）、
国
立
環
境
研
究
所
、

福
島
県
の
３
機
関
で
連
携
し
、
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

施
設
は
三
つ
の
棟
で
構
成
。
環

境
中
の
放
射
性
物
質
の
分
布
や
動

き
な
ど
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
す

る「
研
究
棟
」、
環
境
放
射
能
等
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
を
行
う「
本

館
」、
そ
し
て
一
般
向
け
の
展
示
施

設
が
あ
る
交
流
棟「
コ
ミ
ュ
タ
ン
福

島
」が
あ
り
ま
す
。

　

原
発
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
応
す
る
総
合

的
な
拠
点
の
整
備
は
県
に
と
っ
て

も
急
務
で
あ
り
、
２
０
１
２
年
の

基
本
構
想
策
定
か
ら
4
年
で
完
成

し
ま
し
た
。

　

セ
ン
タ
ー
が
立
地
す
る
三
春
町

は
福
島
第
一
原
発
か
ら
約
50
㌔
の

距
離
に
あ
り
、
避
難
対
象
地
域
に

は
含
ま
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
県
内

ど
こ
へ
で
も
車
で
1
時
間
ほ
ど
で

ア
ク
セ
ス
で
き
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

等
の
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
効
果
的

に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
同
町
に
整

備
さ
れ
ま
し
た
。

　

コ
ミ
ュ
タ
ン
福
島
は
原
子
力
災

害
と
放
射
線
に
対
す
る
正
し
い
知

識
を
次
世
代
へ
伝
え
て
い
く
こ
と

を
目
的
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
展

示
室
入
口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
部
屋

で
は
、
福
島
第
一
原
発
を
襲
っ
た

大
津
波
と
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
原

発
事
故
か
ら
復
興
に
向
け
た
闘
い

を
映
像
と
当
時
の
新
聞
記
事
で
振

り
返
り
ま
す
。

　

震
災
か
ら
12
年
が
た
ち
、
原
発

を
取
り
巻
く
状
況
や
社
会
情
勢
も

変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
年

３
月
に
展
示
内
容
の
一
部
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
展
示「
マ
ッ
ピ
ン
グ
ふ
く
し

ま
」で
は
セ
ン
タ
ー
の
こ
れ
ま
で
の

研
究
成
果
を
反
映
し
、
福
島
第
一

原
発
の
水
素
爆
発
直
後
か
ら
セ
シ

ウ
ム
１
３
７
の
飛
散
の
状
況
を
動

画
で
表
現
。
原
発
か
ら
北
西
方
向

へ
運
ば
れ
、
雨
に
よ
り
地
上
に
降

り
注
い
だ
様
子
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
目
に
見
え
な
い
放
射
線

を
子
ど
も
た
ち
に
分
か
り
や
す
く

伝
え
る
た
め
、
実
際
に
触
れ
ら
れ

る
測
定
器
や
、
放
射
線
の
飛
跡
を

可
視
化
し
た「
霧
箱
」な
ど
、
子
ど

も
た
ち
の
興
味
・
関
心
を
引
く
展

示
を
多
く
取
り
入
れ
て
い
る
の
も

特
徴
で
す
。
毎
年
、
福
島
県
内
の

半
数
以
上
の
小
学
校
の
児
童
が
訪

れ
、
ス
タ
ッ
フ
が
展
示
内
容
の
解

説
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

開
館
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
。

入
館
無
料
。
休
館
は
月
曜（
祝
日
の

場
合
は
開
館
し
翌
平
日
休
館
）と
年

末
年
始
。Ｊ
Ｒ
三
春
駅
と
セ
ン
タ
ー

の
間
を
町
営
バ
ス
が
運
行
し
、
無

料
で
利
用
で
き
ま
す
。
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東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
に
つ
い
て
伝
え
、
放

射
線
に
対
す
る
不
安
や
疑
問
に
こ
た
え
る
場
と
し
て
開
所
し

た
、福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
交
流
棟「
コ
ミ
ュ
タ
ン
福
島
」。

福
島
第
一
原
発
事
故
を
取
り
巻
く
社
会
の
変
化
に
応
じ
る
形

で
、
今
年
３
月
に
は
展
示
内
容
の
一
部
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
体

験
型
の
展
示
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
に
も
分
か
り
や
す
く
伝
え

て
い
ま
す
。

原発事故からの歩み伝える原発事故からの歩み伝える
福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」

研
究
成
果
を
展
示
に
反
映

原子力災害を経験した福島の
現状を知り、放射線について学
べる「コミュタン福島」
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「
放
射
線
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
。

県
民
の
皆
さ
ん
の
不
安
に
こ
た
え

る
た
め
、
詳
細
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

と
迅
速
な
情
報
発
信
が
不
可
欠
で

し
た
」

　

そ
う
語
る
の
は
福
島
県
環
境
創

造
セ
ン
タ
ー
企
画
課
主
任
主
査
の

五
十
嵐
俊
則
さ
ん
。
福
島
第
一
原

発
事
故
直
後
に
設
置
さ
れ
た
、
県

災
害
対
策
本
部
に
お
い
て
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
業
務
に
携
わ
り
ま
し
た
。

当
時
は
交
代
し
な
が
ら
24
時
間
体

制
で
、
空
間
線
量
率
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
な
ど
に
当
た
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
へ
の
影
響
を
心
配
す
る

親
か
ら
の
声
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
県
内
の
学
校
な
ど
数

千
カ
所
の
放
射
線
量
の
測
定
を
実

施
。
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で

数
値
を
公
開
し
ま
し
た
。

　

五
十
嵐
さ
ん
は
都
内
の
大
学
で

応
用
化
学
を
学
ん
だ
後
、
当
時
郡

山
市
に
あ
っ
た
県
環
境
セ
ン
タ
ー

（
現
在
は
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
に
統

合
）で
、
大
気
中
の
成
分
の
分
析
や

水
質
検
査
な
ど
に
従
事
し
て
き
ま

し
た
。

　
「
事
故
前
は
有
害
物
質
等
の
分
析

に
携
っ
て
い
ま
し
た
が
、
放
射
線

に
つ
い
て
の
知
識
は
全
く
な
く
、

Ｊ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
研
究
者
か
ら
話
を
聞

い
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調

べ
た
り
し
な
が
ら
、
正
に
手
探
り

の
よ
う
な
状
態
で
し
た
」と
振
り
返

り
ま
す
。

　

放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
業
務

に
数
カ
月
に
わ
た
っ
て
従
事
し
、

五
十
嵐
さ
ん
は
そ
の
後
、
環
境
創

造
セ
ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
に
も
携

わ
り
ま
し
た
。
現
在
は
セ
ン
タ
ー

交
流
棟「
コ
ミ
ュ
タ
ン
福
島
」の
企

画
運
営
や
情
報
発
信
な
ど
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。

　

施
設
は
福
島
県
内
の
小
・
中
学

校
が
取
り
組
む
放
射
線
教
育
の
支

援
な
ど
を
し
て
お
り
、
毎
年
、
県

内
の
半
数
以
上
の
小
学
校
が
来
館

し
て
い
ま
す
。
取
材
当
日
も
会
津

若
松
市
や
い
わ
き
市
な
ど
３
校
が

訪
れ
て
お
り
、
福
島
第
一
原
発
と

そ
の
周
辺
の
事
故
後
の
様
子
を
再

現
し
た
模
型
や
、
放
射
線
の
性
質

に
つ
い
て
ゲ
ー
ム
形
式
で
学
べ
る

展
示
な
ど
を
興
味
深
く
見
学
し
て

い
ま
し
た
。

　
「
現
在
来
館
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち

は
震
災
を
経
験
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

誰
も
が
真
剣
な
表
情
で
ス
タ
ッ
フ

の
話
を
聞
い
て
く
れ
ま
す
。
福
島

で
あ
の
日
起
き
た
こ
と
、
そ
し
て

放
射
線
の
正
し
い
知
識
を
私
た
ち

が
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
、
そ
し
て

次
の
世
代
に
つ
な
い
で
い
っ
て
ほ

し
い
」と
五
十
嵐
さ
ん
。

　

福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
12
年

が
た
ち
、
帰
還
困
難
区
域
以
外
の

生
活
圏
の
面
的
除
染
は
終
了
。
県

内
の
空
間
線
量
率
は
全
国
の
主
要

都
市
と
比
べ
、
同
水
準
に
ま
で
下

が
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
県
土
の
７
割
を
占
め

る
山
林
の
除
染
は
手
付
か
ず
の
ま

ま
、
野
生
動
物
へ
の
影
響
も
詳
し

く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
放
射
線
に

対
し
て
未
知
の
部
分
は
ま
だ
多
く
、

調
査
・
研
究
は
今
後
も
続
き
ま
す
。

展
示
室
の
中
心
に
は
、
地
震
発
生

時
刻
か
ら
現
在
も
時
を
刻
む「
3
・

11
ク
ロ
ッ
ク
」が
設
置
さ
れ
、
福
島

の
復
興
に
費
や
し
て
き
た
こ
れ
ま

で
の
時
の
流
れ
を
感
じ
ま
す
。

　
「
快
適
な
暮
ら
し
を
追
求
す
る
あ

ま
り
、
か
け
が
え
の
な
い
環
境
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
を

私
た
ち
は
身
を
持
っ
て
知
り
ま
し

た
。
科
学
技
術
を
過
信
し
な
い
こ

と
が
大
切
で
す
」と
五
十
嵐
さ
ん
は

訴
え
ま
す
。

3

原発事故からの歩み伝える

時
を
刻
む
３
・
11
ク
ロッ
ク

放
射
線
の
正
し
い
知
識
、
次
世
代
へ

福
島
県
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
企
画
課
主
任
主
査
の
五
十
嵐
さ
ん

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
式
で
原
発
事
故
直
後
と
現
在
の

放
射
線
量
の
比
較
な
ど
が
簡
単
に
で
き
ま
す
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原発事故からの本県の復興の歩みを大型ビジョンの映像で学べます
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東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
被
害

を
受
け
た
女
川
町
も
復
興
が
着

実
に
進
み
、
Ｊ
R
女
川
駅
前
に

２
０
１
５
年
12
月
に
オ
ー
プ
ン
し

た
商
業
エ
リ
ア「
シ
ー
パ
ル
ピ
ア
女

川
」に
隣
接
す
る
女
川
湾
を
望
む
場

所
に
、
観
光
案
内
所
を
兼
ね
た
協

会
の
事
務
所
が
あ
り
ま
す
。

　

阿
部
さ
ん
は
昨
年
４
月
、
協
会

に
入
職
。「
町
の
祭
り
も
復
活
し
た

り
、
新
た
に
始
ま
っ
た
り
し
ま
し

た
。
町
内
イ
ベ
ン
ト
の
事
務
局
と

し
て
調
整
を
行
っ
た
り
、
町
外
に

出
展
し
特
産
品
を
販
売
し
な
が
ら

観
光
P
R
を
行
う
の
が
主
な
仕
事

で
す
が
、
大
き
な
組
織
で
は
な
い

の
で
何
で
も
や
り
ま
す
」と
笑
顔
で

話
し
ま
す
。

　

町
内
に
は
組
織
だ
っ
た
語
り
部

活
動
は
な
く
、
協
会
が
そ
の
役
割

を
担
っ
て
い
ま
す
。
阿
部
さ
ん
ら

女
性
２
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
中
心
と

な
り
、
女
川
駅
か
ら
商
業
エ
リ
ア

を
通
り
震
災
遺
構「
旧
女
川
交
番
」

ま
で
を
案
内
。
女
川
町
ま
ち
な
か

交
流
館
で
ス
ラ
イ
ド
や
映
像
で
被

災
当
時
の
様
子
を
紹
介
し
な
が
ら

の
講
話
や
、
バ
ス
に
乗
り
な
が
ら

の
車
窓
ガ
イ
ド
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
大
人
の
方
の
視
察
は
震
災
後
の

行
政
や
商
業
の
動
き
に
着
目
し
ま

す
。
事
前
に
女
川
の
こ
と
を
調
べ

て
来
て
く
れ
て
い
ま
す
。
女
川
は

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
が
盛
ん
で
子
ど
も

の
震
災
学
習
も
担
当
し
ま
す
が
、

伝
え
方
を
工
夫
し
、
か
み
砕
い
て

説
明
す
る
と
真
剣
に
興
味
を
持
っ

て
聞
い
て
く
れ
ま
す
。
う
れ
し
い

で
す
ね
」と
阿
部
さ
ん
。

　

自
身
は
小
学
６
年
の
卒
業
間
近

に
震
災
を
体
験
し
ま
し
た
。「
海
の

近
く
に
あ
る
勤
め
先
か
ら
小
学
校

に
迎
え
に
来
た
母
と
一
緒
に
、
再

び
勤
め
先
に
戻
ろ
う
と
し
た
ら
、

母
の
知
人
と
会
い
、
津
波
が
来
る

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
戻
っ
て
い

た
ら
今
が
な
か
っ
た
か
も
」と
振
り

返
り
ま
す
。

　

石
巻
市
内
で
の
見
な
し
仮
設
住

宅
暮
ら
し
を
経
て
、
高
校
２
年
の

時
に
女
川
町
に
再
建
し
た
住
宅
に

戻
っ
て
き
ま
し
た
。「
気
分
が
落

ち
込
ん
だ
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
経
て
今
の
自
分
が
あ
り
、

決
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
た
」と
前

を
向
き
ま
す
。

　

女
川
に
戻
る
直
前
か
ら「
女
川
さ

い
が
い
Ｆ
Ｍ
」で
高
校
生
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
と
し
て
活
動
を
開
始
。
閉

局
な
ど
を
経
て
今
は
観
光
協
会
ス

タ
ッ
フ
へ
と
立
場
は
変
わ
り
ま
し

た
が
、
女
川
の
情
報
発
信
に
懸
け

る
思
い
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
「
震
災
の
悲
し
い
事
実
か
ら
目
を

背
け
ら
れ
な
い
面
は
あ
り
ま
す
が
、

語
り
部
と
し
て
町
の
現
状
や
未
来

も
紹
介
し
、
つ
ら
い
こ
と
だ
け
で

は
な
い
こ
と
を
発
信
し
て
い
き
た

い
」と
語
り
ま
す
。

3.11伝承ロード

防
災
や
震
災
伝
承 

校
外
と
交
流

　

一
般
社
団
法
人
女
川
町
観
光
協
会
の
阿
部
こ
こ
ろ
さ
ん
は
主

に
イ
ベ
ン
ト
や
Ｐ
Ｒ
を
担
当
す
る
傍
ら
、
語
り
部
と
し
て
も
活

動
す
る
震
災
伝
承
の
若
手
ホ
ー
プ
。
高
校
生
の
時
は
町
の
臨
時

災
害
放
送
局
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
し
て
活
躍
。
そ
の
発
信
力
は

今
の
仕
事
に
も
息
づ
い
て
い
ま
す
。「
女
川
が
大
好
き
」。
そ
ん

な
思
い
を
胸
に
、
古
里
の
未
来
を
思
い
描
き
な
が
ら
震
災
伝
承

の
在
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
情
報
、
常
に
発
信

高校生アナウンサーの頃の活動も含め、「多くの人との
出会いが楽しい」と阿部さん

JR石巻線JR石巻線

女川町役場女川町役場

女川駅女川駅

津波記憶石第28号津波記憶石第28号

東日本大震災遺構
（旧女川交番）
東日本大震災遺構
（旧女川交番）

女川いのちの広場
（東日本大震災伝承モニュメント）
女川いのちの広場
（東日本大震災伝承モニュメント）

女川町観光協会女川町観光協会

はなはなプロジェクト
浪分櫻第14号
はなはなプロジェクト
浪分櫻第14号

398

MAP

所在地／女川町女川2-16-5
　　　　TEL0225-54-4328

悲
し
い
事
実
の
先
に
未
来
が
あ
る

悲
し
い
事
実
の
先
に
未
来
が
あ
る

女
川
町
観
光
協
会
で「
語
り
部
」も
務
め
る
阿
部
さ
ん

東京都庁で女川町の観光
やイベントなどをPR

か
つ
て
は
女
川
さ
い
が
い
F
M
で
高
校
生

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
し
て
活
躍



　

同
校
で
は「
総
合
的
な
探
究
の
時

間
」の
中
の
活
動
チ
ー
ム
の
一
つ

と
し
て
防
災
チ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。

現
在
は
５
人
の
生
徒
が
在
籍
し
、

村
上
佳か

り

な
厘
奈
さ
ん
、
熊
谷
汐し
お
ん音
さ

ん
、
中
野
和わ

こ子
さ
ん
の
３
人
は
普

通
科
２
年
生
。
チ
ー
ム
で
は
市
民

が
避
難
を
し
や
す
く
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
や
、
小
さ
い
子

ど
も
の
避
難
の
仕
方
な
ど
を
研
究

し
て
い
ま
す
。

　

３
人
は
４
歳
の
時
に
震
災
を
体

験
し
ま
し
た
。
熊
谷
さ
ん
は「
保
育

所
で
お
昼
寝
の
時
に
大
き
な
揺
れ

が
来
ま
し
た
。
数
日
前
か
ら
た
び

た
び
地
震
が
あ
り
、
先
生
の
指
示

で
枕
元
に
靴
を
置
き
、
服
を
着
た

ま
ま
。
素
早
い
避
難
に
つ
な
が
り

ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

立
教
大
と
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
は
今
年
で
３
年
目
を
数
え
、
９

月
に
市
内
で
合
同
の
発
表
会
を
開

き
ま
し
た
。
防
災
チ
ー
ム
は
事
前

学
習
で
市
役
所
の
防
災
担
当
者
や

消
防
署
、
津
波
の
犠
牲
と
な
っ
た

外
国
語
指
導
助
手
と
親
し
く
し
て

い
た
市
民
の
話
や
、
震
災
時
に
避

難
所
暮
ら
し
を
し
た
外
国
出
身
の

女
性
の
声
を
発
表
し
ま
し
た
。

　
「
幼
い
子
と
避
難
所
に
身
を
寄
せ

た
そ
う
で
す
。
子
ど
も
が
泣
く
と

心
な
い
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
る
な

ど
、
大
変
な
思
い
を
し
た
こ
と
が

胸
に
刺
さ
り
ま
し
た
」と
村
上
さ

ん
。
こ
う
し
た
話
も
元
に
避
難
の

在
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
夏
休
み
に
は
村
上
さ
ん

と
中
野
さ
ん
が
陸
前
高
田
市
の
共

生
社
会
実
現
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環

で
同
市
の
復
興
を
支
援
し
た
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
へ
、
熊
谷
さ
ん
は
岩
手

県
の
平
和
学
習
で
長
崎
県
を
訪
問
。

そ
れ
ぞ
れ
現
地
で
は
震
災
の
出
来

事
を
紹
介
し
、
防
災
も
呼
び
掛
け

ま
し
た
。

　

中
野
さ
ん
は「
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先

で
は
震
災
を
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、

避
難
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
薄
く
、

私
た
ち
な
り
に
大
切
さ
を
説
明
し

ま
し
た
」と
語
り
ま
す
。

12
月
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
交

流
し
た
現
地
の
男
子
高
校
生
１
人

が
約
１
週
間
、
同
校
に
留
学
、
ま

た
京
都
市
内
の
高
校
の
生
徒
も
来

校
し
震
災
を
テ
ー
マ
に
交
流
を
図

る
予
定
で
す
。

5

　

東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
校
舎
が
全
壊
し
た
陸
前
高
田
市
の

岩
手
県
立
高
田
高
等
学
校（
菅
野
幸
貴
校
長
）は
、
２
０
１
５
年

度
に
新
校
舎
で
の
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
普
通
科
と
海
洋
シ

ス
テ
ム
科
が
あ
り
、
在
校
生
は
被
災
世
帯
が
多
く
、
震
災
を
記

憶
す
る
最
後
の
世
代
。
防
災
や
震
災
伝
承
の
活
動
を
通
じ
、
校

外
と
の
交
流
も
活
発
で
す
。

防
災
や
震
災
伝
承

防
災
や
震
災
伝
承 

校
外
と
交
流

校
外
と
交
流

左から中野さん、熊谷さん、村上さん。熊谷さんが持っているのは学校が企画した保存用の缶入りパン。3人の後ろには学校の実習船
が震災の津波で漂着した米国の高校からの記念品が展示されています

避
難
の
在
り
方
を
模
索

JR石巻線

女川町役場

女川駅

津波記憶石第28号

東日本大震災遺構
（旧女川交番）

女川いのちの広場
（東日本大震災伝承モニュメント）

女川町観光協会

はなはなプロジェクト
浪分櫻第14号

悲
し
い
事
実
の
先
に
未
来
が
あ
る

岩
手
県
立
高
田
高
等
学
校

外国出身の女性を招き６月に開いた講演会。全校生徒を
代表して防災チームのメンバーが質問した
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J
R
仙
台
駅
か
ら
車
で
約
50
分

の
東
松
島
市
は
、
宮
城
県
松
島
町

と
石
巻
市
の
間
に
位
置
し
、
ブ
ル
ー

イ
ン
パ
ル
ス
が
所
属
す
る
航
空
自

衛
隊
松
島
基
地
や
、
景
勝
地
・
嵯

峨
渓
で
知
ら
れ
る
街
。

　

モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
で
は
ま
ず
、

東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
被
害
を

受
け
た
野
蒜
地
区
の
住
民
ら
が
公

共
施
設
や
鉄
道
ご
と
山
の
上
に
集

団
移
転
し
、
誕
生
し
た「
野
蒜
ケ
丘

団
地
」を
訪
ね
ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
を
務
め
た
の
は
団
地
の

住
民
の
一
人
で
、
市
民
グ
ル
ー
プ

「
Ｓセ

イ

ズ

Ａ
Ｙ‘
Ｓ
東
松
島
」代
表
を
務
め

る
防
災
士
の
山
縣
嘉
恵
さ
ん
。
山

林
を
切
り
拓
い
て
団
地
が
造
成
さ

れ
た
経
緯
、
地
域
自
治
組
織
を
中

心
と
す
る
市
民
協
働
の
街
づ
く
り

に
つ
い
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に

投
映
し
た
画
像
と
と
も
に
解
説
し

ま
し
た
。

　

市
が
速
や
か
に
買
い
上
げ
た
野

蒜
北
部
に
あ
る
70
㍍
級
の
山
を
、

20
㍍
級
ま
で
削
り
土
砂
を
運
ぶ
一

大
事
業
。
通
常
40
カ
月
か
か
る
工

期
を
10
カ
月
に
大
幅
短
縮
さ
せ
た

驚
き
の
工
夫
、
名
勝
松
島
の
景
観

を
守
る
た
め
の
配
慮
や
切
り
土
の

活
用
法
、
１
３
９
回
５
０
０
項
目

に
及
ん
だ
住
民
と
の
話
し
合
い
、

市
民
協
働
の
街
づ
く
り
が
機
能
し

た
背
景
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
続
々
と
明
か
さ
れ
ま
す
。

　

バ
ス
ガ
イ
ド
の
経
験
も
あ
る
山

縣
さ
ん
の
語
り
口
は
分
か
り
や
す

く
丁
寧
。
被
害
が
甚
大
な
災
害

時
に
は
避
難
所
の
食
料
や
物
資
が

不
足
し
た
た
め
市
外
の
実
家
や
み

な
し
仮
設
へ
の
分
散
避
難
が
大
切

だ
っ
た
こ
と
、
集
団
防
災
移
転
に

至
る
ま
で
は「
選
択
の
連
続
だ
っ

た
」こ
と
な
ど
、
山
縣
さ
ん
自
身
の

貴
重
な
経
験
や
思
い
も
語
ら
れ
ま

し
た
。

　

座
学
の
後
は
、
市
民
セ
ン
タ
ー

や
小
学
校
、
保
育
所
、
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
が
並
ぶ
野
蒜
ケ

丘
団
地
の
現
在
の
暮
ら
し
を
バ
ス

の
車
窓
か
ら
見
学
。
施
設
の
特
徴

な
ど
、
時
に
ユ
ー
モ
ア
も
交
え
な

が
ら
山
縣
さ
ん
が
軽
快
に
案
内
し

ま
す
。
J
R
野
蒜
駅
で
は
工
期
短

縮
を
実
現
さ
せ
た
秘
策
の
一
つ
、

ト
ラ
ッ
ク
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
た

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
設
置
跡
を

活
用
し
た
連
絡
通
路
を
歩
き
ま
し

た
。

　

再
び
バ
ス
に
乗
り
、
旧
野
蒜
駅

近
く
に
あ
る「
お
佐
藤
山
」へ
。
震

災
前
か
ら
津
波
避
難
の
必
要
性
を

感
じ
て
い
た
地
元
の
タ
ク
シ
ー
会

社
経
営
者
、
佐
藤
善
文
さ
ん
が
私

財
を
な
げ
う
っ
て
買
い
取
っ
た
高

台
に
整
備
し
た
私
設
避
難
所
で
す
。

こ
こ
に
避
難
し
た
70
人
以
上
が
命

を
救
わ
れ
、
現
在
も
整
備
が
続
け

ら
れ
る
と
い
う
避
難
路
を
山
縣
さ

ん
と
と
も
に
登
り
ま
す
。

　
「
70
人
以
上
が
助
か
っ
て
よ
か
っ

た
ね
、
と
言
わ
れ
て
も
、
善
文
さ

ん
は『
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
命
が
あ

る
、
そ
れ
が
脳
裏
に
焼
き
付
い
て

い
る
。
も
っ
と
も
っ
と
こ
の
山
の

存
在
や
高
い
所
に
逃
げ
る
こ
と
の

大
切
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
え
た
ら
』

と
い
ま
だ
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

す
」と
山
縣
さ
ん
は
説
明
し
ま
す
。

　

そ
の
足
で
向
か
っ
た
の
は
震
災

発
生
時
、
運
行
し
て
い
た
あ
お
ば

通
発
・
石
巻
行
き
の
下
り
快
速
列

車
が
津
波
に
よ
る
被
害
を
免
れ
た

地
点
で
す
。
当
時
、
列
車
は
野
蒜

駅
か
ら
約
６
０
０
㍍
石
巻
方
面
に

向
か
う
途
中
、
標
高
約
10
㍍
地
点

で
緊
急
停
車
。
避
難
所
に
指
定
さ

高
台
に
イ
ン
フ
ラ
ご
と
移
転

一
大
プ
ロ
ジェク
ト
秘
話

生
死
を
分
け
た
行
動

被
災
地
の
教
訓
を
学
ぶ

　津波の脅威や震災の教訓を伝えるスポットが多く集まる
宮城県東松島市。全国から多くの人たちが訪れ、体験や
教訓を学んでいます。今回は3.11伝承ロード推進機構が
震災伝承施設のネットワークを活用した企業・団体の研修
などに役立ててもらおうとコンテンツの磨き上げを行った
「モニターツアー」の様子をレポートします。

モニターツアー同行レポートモニターツアー同行レポート

を体験を体験
「ここでしか学べない教訓」「ここでしか学べない教訓」「ここでしか学べない教訓」「ここでしか学べない教訓」

23野蒜市民センターで野蒜地区の震災時の状況
と市民協働で行われた野蒜ケ丘団地の街づくりにつ
いて学び、現地の様子をバスで見学 4普段から住民
たちが足を運びやすい場にとあずまやなどが整備さ
れた私設の津波避難所「お佐藤山」 5被災し廃線と
なったJRの線路跡は現在遊歩道に。列車が津波を
免れた地点まで歩くことで、高低差も実感できました

1住民らの要望によって駅の
連絡通路として残された震
災復興事業の早期整備実現
に寄与したベルトコンベヤー
の設置跡を見学しました

3.11伝承ロード研修会

１

2

3

4

5

3.11伝承ロード推進機構・東松島伝承ロード事業3.11伝承ロード推進機構・東松島伝承ロード事業

❻

野蒜海岸
鹽竈神社

JR仙石線

東名駅

❸

❺

野蒜駅❹❶



れ
て
い
た
野
蒜
小
学
校
に
行
こ
う

と
し
た
乗
客
と
乗
務
員
は
、
乗
車

し
て
い
た
元
消
防
団
員
の
助
言
で

と
ど
ま
る
こ
と
を
決
め
て
車
内
で

一
晩
を
明
か
し
、
津
波
の
直
接
的

な
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
下
り
列
車

と
同
時
刻
に
発
車
し
た
仙
台
行
き

の
上
り
普
通
列
車
の
乗
客
は
野
蒜

小
学
校
へ
の
避
難
を
選
択
。
列
車

は
津
波
に
押
し
流
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
松
島
市
特
産
の
ノ
リ
を
練
り

込
ん
だ
そ
ば
の
昼
食
の
後
は
、
追

悼
と
鎮
魂
を
祈
念
す
る
慰
霊
碑
の

あ
る「
東
松
島
市
東
日
本
大
震
災
復

興
祈
念
公
園
」を
訪
問
。
震
災
遺
構

で
あ
る「
旧
野
蒜
駅
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
」を
中
心
に
整
備
さ
れ
た
公
園

で
、
津
波
で
ゆ
が
ん
だ
線
路
な
ど

を
震
災
直
後
の
姿
の
ま
ま
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

園
内
に
あ
る
旧
野
蒜
駅
の
駅
舎

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
開
設
さ
れ

た
東
松
島
市
震
災
復
興
伝
承
館
で

は
ア
ー
カ
イ
ブ
映
像
を
見
た
後
、

被
災
前
後
の
市
内
の
様
子
や
復
旧
、

復
興
の
状
況
な
ど
を
紹
介
す
る
パ

ネ
ル
や
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
鎮
魂

の
思
い
を
込
め
た「
青
い
鯉こ

い

の
ぼ
り

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」、
東
松
島
市
に
届

け
ら
れ
た
千
羽
鶴
を
活
用
し
た
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
、
伝

承
館
の
ス
タ
ッ
フ
に
解
説
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。

　
「
被
災
し
た
そ
の
場
で
、
そ
の
時

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
聞
け
る
の
で
イ

メ
ー
ジ
し
や
す
い
」「
命
を
守
る
行

動
と
意
識
の
大
切
さ
を
痛
感
し
た
」

と
参
加
者
た
ち
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
は「
雨
天
時
は
足

元
が
心
配
」「
レ
ジ
ャ
ー
要
素
を
盛

り
込
ん
だ
方
が
良
い
」と
い
っ
た
回

答
も
寄
せ
ら
れ
、
内
容
を
ブ
ラ
ッ

シ
ュ
ア
ッ
プ
し
た
ツ
ア
ー
が
12
月

に
発
売
さ
れ
る
予
定
で
す（
詳
細
は

一
般
財
団
法
人
3
・
11
伝
承
ロ
ー

ド
推
進
機
構
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

告
知
し
ま
す
）。

7

現
地
で
聞
け
る
貴
重
な
学
び

12
月
に
ツ
ア
ー
を
商
品
化

モニターツアー同行レポート

を体験
「ここでしか学べない教訓」「ここでしか学べない教訓」

　企業や団体向けに青森、岩手、宮城、福島各県の沿岸地域の
震災遺構や伝承施設、復興施設を選定し1～3日間の研修を提
案。施設の見学には専門のガイドまたは語り部を配置します。研
修は10人以上から（応相談）、コースや内容、期間により研修費
は異なります。他では見られない行政などの防災施設見学の手
配も可能です。問い合わせは一般財団法人3.11伝
承ロード推進機構TEL022-393-4261、Ｅメール
info@311densho.or.jp

3.11伝承ロード 検索

3.11伝承ロード研修会3.11伝承ロード研修会

❶野蒜ケ丘団地（野蒜市民センター、宮野森小学校ほか）／東松島市
野蒜ケ丘

❷私設避難所「お佐藤山」／東松島市野蒜北針生１　※私有地
❸運行中の列車が津波を免れた地点／案内看板：東松島市北針生
1-2、被災地点：東松島市亀岡59-4

❹野蒜駅連絡通路（震災復興事業の早期整備実現に寄与したベルト
コンベヤー設置跡）／JR野蒜駅

❺東松島市東日本大震災復興祈念公園(東松島市震災復興伝承館、
祈念広場、震災遺構旧野蒜駅プラットホーム)／東松島市野蒜字北
余景56-36

❻あおみな／東松島市宮戸字川原5-1

※12月に発売される実際のツアー商品はコースが一部変更される場合があります

6丁寧で分かりやすい語り口で命を守る行動の大切さを伝える「SAY’S東松
島」代表・山縣嘉恵さん 7津波が2階近くまで押し寄せた駅舎を活用した東松
島市震災復興伝承館で当時のエピソードを聞きました 8昼食はそば処 奥松庵
（東松島市野蒜北余景18-6 奥松島クラブハウス内）で東松島の特産品であ
るノリを練り込んだ「海苔（のり）そば」を堪能 9「松島四大観」の大高森近くに
あり、冬季は「かき小屋」が営業する宮戸地区の観光拠点「あおみな」で休憩も

8 6

9 7

3.11伝承ロード推進機構・東松島伝承ロード事業

❻❻

野蒜海岸野蒜海岸
鹽竈神社鹽竈神社

JR仙石線JR仙石線

東名駅東名駅
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❷❷
❸❸

❺❺

野蒜駅野蒜駅❹❹❶❶

東松島市野蒜地区周辺で
震災・復興の教訓が学べる

主なスポット

東松島市野蒜地区周辺で
震災・復興の教訓が学べる

主なスポット

　東松島市内には他
にも旧野蒜小学校を
リノベーションして作
られた防災体験型宿
泊施設「ＫＩＢＯＴＣＨＡ
（キボッチャ）」などが
あり、体験を通して学
ぶことができます。

　東松島市内には他
にも旧野蒜小学校を
リノベーションして作
られた防災体験型宿
泊施設「ＫＩＢＯＴＣＨＡ
（キボッチャ）」などが
あり、体験を通して学
ぶことができます。

　東松島市内には他
にも旧野蒜小学校を
リノベーションして作
られた防災体験型宿
泊施設「ＫＩＢＯＴＣＨＡ
（キボッチャ）」などが
あり、体験を通して学
ぶことができます。



　

１
６
１
１
年
の「
慶
長
三
陸
津

波
」を
は
じ
め
、
た
び
た
び
津
波
や

洪
水
被
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
仙

台
市
若
林
区
霞
目
に「
稲
荷
神
社
」

と
し
て
創
建
。
押
し
寄
せ
た
津
波

が
、
こ
こ
で
二
つ
に
分
か
れ
た
と

い
う
伝
説
か
ら
浪（
波
）を
分
け
る
、

現
在
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
る
神
社
で
す
。

　

現
在
地
か
ら
約
2
㌔
離
れ
た
仙

台
市
地
下
鉄
東
西
線
荒
井
駅
舎
併

設
の「
せ
ん
だ
い
3
・
11
メ
モ
リ
ア

ル
交
流
館
」1
階
交
流
ス
ペ
ー
ス
の

「
仙
台
市
東
部
沿
岸
メ
モ
リ
ア
ル
立

体
地
図
」で
は
、

東
日
本
大
震
災

の
津
波
浸
水
域

と
地
形
の
関
係

を
紹
介
。
こ
れ

を
見
る
と
現
在

の
浪
分
神
社
の

付
近
が
、
津
波

到
達
の
境
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
「
丘
陵
部
も
あ
る
松
島
な
ど
の
地

域
と
比
べ
て
平
坦
で
広
大
な
仙
台

市
東
部
沿
岸
地
域
は
広
い
面
積
で

津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
立
体
地
図
の
浸
水
域
は
津
波

被
害
の
後
、
国
土
地
理
院
が
衛

星
画
像
を
判
定
し
て
作
成
し
た
も

の
で
、
雪
の
影
響
も
あ
っ
て
実
際

の
浸
水
域
よ
り
も
や
や
内
陸
ま
で

マ
ー
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
箇
所
も

あ
り
ま
す
が
、
浪
分
神
社
ま
で
は

津
波
は
到
達
し
な
か
っ
た
よ
う
で

す
」と
同
館
の
三
條
望
さ
ん
。

　

荒
井
駅
南
側
ロ
ー
タ
リ
ー
で
は
、

浪
分
神
社
に
あ
や
か
っ
て
命
名
さ

れ
た「
浪
分
櫻
」も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
桜
は
波
到
達
地
点

の
目
安
木
と
し
て
市
民
団
体「
は
な

は
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
２
０
１
５

年
３
月
に
植
樹
し
た
し
だ
れ
桜
で
、

東
日
本
大
震
災
の
記
憶
を
伝
え
る

「
震
災
伝
承
施
設（
第
2
分
類
）」に

も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

8

3.11伝承ロード

つなぐ、よりそう、いどむ。 「波を分ける」伝説「波を分ける」伝説
仙台市若林区・浪分神社

　地域に残された昔話や言い伝
え、民俗芸能、信仰の対象などか
ら過去の災害の記録をたどり、先
人の教えに学びます。今回は、津
波の教訓を継承する「浪分神社」
を紹介します。

　もと、稲荷神社といい八瀬川稲荷堂（共同墓地）あたりに在った。（中

略）ここに隠居、又右衛門の肝いりで村民相集って小祠を創建した。時に

元禄16（1703）年8月16日であった。古老の談では、その後あるとき大津

波あり、幾波となく押し寄せ多くの溺死者を出したがやがて白馬に跨
またが

った

海神が現われてこの大波を南北に二分して鎮めたと伝えられている。これ

以来稲荷神社に対する津波鎮撫の霊力信仰が高まり、その名も「浪分大

明神」と呼ばれるようになった。しかしこれは単なる伝説だけでない、この

地方は古来幾度となく津波・洪水に襲われているうちに今の地形地層が

出来て伝説も生まれたのである。この地方に大きな影響を及ぼした記録

では、貞観11年（869年）5月26日の三陸地方大地震大津波であり、慶長

16年（1611年）の慶長三陸大津波では、仙台領内で1700人余の死者

を出した。また天保6年（1835年）6月25日発生の東北地方太平洋東部

の大地震大津波でも仙台領内で数百の民家が流失し溺死者多数と伝え

られているが、この時、白馬伝承が成立したと言われている。（中略）これに

続いて天保6年閏7月に2回も大洪水あり、天保10年まで全国的に荒天

が続き冷害となり天保の大飢饉となる。この惨事を救うべく当時の神主

津田民部は（中略）500メートル程西方の現在地を卜
ぼくせん

占し（中略）お堂を建

て、翌天保7年（1836年）2月12日、新たに祭神、鸕鸕 草葺不合尊（うがや

ふきあえずのみこと）のご神体を奉納、石造り神明大鳥居を配し、除災を

祈願された。爾
じら い

来津波の災害も減少した。明治38年（1905年）日露戦争

勝利後、浪分神社に昇格、明治43年（1910年）3月、旅立稲荷神社（保

食神社  若林二丁目）に合祀さ

れた。最近本殿の腐朽甚だし

く、氏子町民相計り改築の運

びとなり、昭和50年9月15日落

成、遷座式を執行した。（中略）

今はあらゆる除災招福の神社と

して崇敬されている。

（「浪分神社の由来」平成23年

8月若林区霞目町内会）

由緒書きを読む由緒書きを読む
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仙台東IC

せんだい3.11
メモリアル交流館
せんだい3.11
メモリアル交流館

浪分神社浪分神社

仙台市地下鉄東西線仙台市地下鉄東西線

卸町駅卸町駅 六丁の目駅六丁の目駅

荒井駅荒井駅

せんだい農業
園芸センター
せんだい農業
園芸センター

浪分櫻浪分櫻

震災遺構
仙台市立
荒浜小学校

震災遺構
仙台市立
荒浜小学校

仙台市荒浜地区
住宅基礎
仙台市荒浜地区
住宅基礎

仙
台
東
部

道
路仙台
東
部

道
路

大沼大沼

MAP

●浪分神社
仙台市若林区霞目2-15-37

●せんだい3.11メモリアル交流館
仙台市若林区荒井字沓形85-4
TEL022-390-9022

仙
台
市
東
部
沿
岸
メ
モ
リ
ア
ル
立
体
地
図

（
部
分
）。無
着
色
部
分
が
浸
水
域

はなはなプロジェクト浪分櫻第１号

© City of Minamisoma



　

南
相
馬
市
は
震
災
で
死
者

１
１
５
６
人（
関
連
死
５
２
０
人
含

む
）、
負
傷
者
59
人
、
住
家
被
害
は

全
壊
１
２
７
７
世
帯
、
大
規
模
半

壊
１
７
８
世
帯
、
半
壊
１
１
９
０

世
帯
、
一
部
損
壊
２
６
６
７
世
帯

を
数
え
ま
し
た（
２
０
２
３
年
３
月

31
日
現
在
）。

　

原
発
事
故
で
は
市
域
の
大
半
が

福
島
第
一
原
発
か
ら
半
径
20
㌔
の

警
戒
区
域
と
、
半
径
30
㌔
の
緊
急

時
避
難
準
備
区
域
に
入
り
ま
し
た
。

市
域
西
側
の
山
間
部
は
半
径
20
㌔

よ
り
外
側
で
も
計
画
的
避
難
区
域

と
さ
れ
、
警
戒
区
域
と
同
様
に
住

民
は
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し

た
。
市
の
南
西
の
山
間
部
に
は
今

も
帰
還
困
難
区
域
が
あ
り
ま
す
。

　

門
馬
和
夫
市
長
は
震
災
時
に
市

の
幹
部
職
員
と
し
て
、
そ
の
後
市

議
会
議
員
を
経
て
２
０
１
８
年
１

月
、
市
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　
「
震
災
か
ら
の
12
年
、
多
く
の
心

温
ま
る
ご
支
援
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
市
民
と
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
苦
難
を
乗
り
越
え
復
旧
・
復
興

を
着
実
に
進
め
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
い
ま
だ
多
く
の
方
が
市
外

に
避
難
し
、
旧
避
難
指
示
区
域
の

小
高
区
の
人
口
は
震
災
前
の
３
割

程
度
、
年
少
人
口
は
約
１
割
に
と

ど
ま
る
な
ど
、
原
子
力
災
害
か
ら

の
復
興
は
こ
れ
か
ら
が
本
格
的
な

ス
テ
ー
ジ
と
捉
え
て
い
ま
す
」と
語

り
ま
す
。

　

一
方
で
福
島
県
が
福
島
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に

基
づ
き
、
南
相
馬
市
に
整
備
し
た

「
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル

ド
」は
陸
・
海
・
空
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ロ
ボ
ッ
ト
を
対
象
と
し
た
、
世
界

に
類
を
見
な
い
一
大
開
発
実
証
拠

点
で
す
。「
ロ
ボ
ッ
ト
の
ま
ち
南
相

馬
」を
新
た
な
テ
ー
マ
に
、
関
連
産

業
を
中
心
に
さ
ら
な
る
発
展
を
目

指
す
動
き
も
あ
り
ま
す
。
地
元
企

業
と
進
出
企
業
が
連
携
し
、
新
た

な
分
野
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

南
相
馬
市
で
は
本
年
度
、
第
三

次
総
合
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

「
未
来
の
南
相
馬
の
姿
」を
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
目
標
に
、「
１
０
０
年

の
ま
ち
づ
く
り
〜
家
族
や
友
人
と

と
も
に
暮
ら
す
ま
ち
〜
」を
掲
げ
、

今
後
８
年
間
で
市
民
が
震
災
と
原

発
事
故
か
ら
の
復
興
を
実
感
で
き

る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
門
馬
市

長
は「
か
け
が
え
の
な
い
未
来
の
た

め
に
、
今
私
た
ち
は
何
を
す
べ
き

か
、
何
が
で
き
る
の
か
、
み
ん
な

で
夢
や
希
望
を
一
つ
一
つ
形
に
し

て
い
き
た
い
」と
強
調
し
ま
す
。

　
「
市
の
誕
生
か
ら
16
年
、
震
災
と

原
発
事
故
か
ら
12
年
と
い
う
歩
み

を
大
切
に
、
今
ま
で
積
み
重
ね
て

き
た
努
力
の
成
果
を
形
に
し
、
次

の
世
代
へ
し
っ
か
り
と『
つ
な
ぐ
』

こ
と
、
互
い
に
思
い
や
り『
よ
り
そ

う
』こ
と
、
前
例
に
捉
わ
れ
な
い
柔

軟
な
発
想
で
何
事
に
も
果
敢
に『
い

ど
む
』こ
と
が
重
要
と
考
え
、
引
き

続
き
ま
い
進
し
た
い
」と
決
意
を
新

た
に
し
て
い
ま
す
。

　

南
相
馬
市
を
含
む
相
双
地
域
に

は
、
天
明
の
飢き

き
ん饉
の
際
に「
報
徳
仕

法
」（
二
宮
尊
徳
の
教
え
）を
取
り
入

れ
、
暮
ら
し
を
立
て
直
し
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
。「
そ
の
教
え
は
今
の

私
た
ち
に
根
付
い
て
い
ま
す
」と
門

馬
市
長
。「
先
人
た
ち
が
幾
多
の
災

害
や
飢
饉
を
乗
り
越
え
、
地
域
の

再
興
を
果
た
し
た
よ
う
に
、
私
た

ち
も
10
年
、
１
０
０
年
先
の
世
代

が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
し
っ

か
り
と
ま
ち
づ
く
り
を
行
い
、
復

興
や
新
し
い
挑
戦
に
取
り
組
ん
で

き
た
姿
を
後
世
に
伝
承
し
て
い
く

べ
き
」と
言
葉
に
力
を
込
め
ま
す
。

福島ロボットテストフィールド

9

つなぐ、よりそう、いどむ。つなぐ、よりそう、いどむ。
復興、これからが本格ステージ 南相馬市

「波を分ける」伝説

　

福
島
県
相
双
地
域
の
中
心
都
市
で
、
風
光
明
媚
な
海
岸
線
が
延

び
る
南
相
馬
市
は
２
０
０
６
年
に
１
市
２
町
が
合
併
し
て
誕
生
し

ま
し
た
。
そ
の
５
年
後
に
襲
っ
た
東
日
本
大
震
災
と
東
京
電
力
福

島
第
一
原
発
事
故
か
ら
の
復
興
・
再
生
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、
将

来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
。

元
々
あ
っ
た
全
国
の
地
方
都
市
共
通
の
問
題
に
加
え
、
新
た
な
課

題
と
も
向
き
合
い
、
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
解
決
を
図
っ
て
い
ま
す
。

お話を伺った方
門馬和夫市長

3.11伝承ロード

鸕

由緒書きを読む

せんだい3.11
メモリアル交流館

浪分神社

六丁の目駅

荒井駅

せんだい農業
園芸センター

浪分櫻

震災遺構
仙台市立
荒浜小学校

仙台市荒浜地区
住宅基礎

仙
台
東
部

道
路

大沼

第
三
次
総
合
計
画
を
策
定 震災時の被災状況（小高区岡田）

© City of Minamisoma© City of Minamisoma



　

仮
設
商
店
街
は
当
初
予
定
し
て

い
た
５
年
の
営
業
を
終
え
、
17
年

３
月
３
日
に
現
在
地
に
移
転
。
南

三
陸
杉
を
用
い
た
平
屋
６
棟
で
構

成
す
る
常
設
商
店
街
に
な
り
ま
し

た
。
22
年
に
は
商
店
街
の
隣
に
震

災
伝
承
館「
南
三
陸
３
１
１
メ
モ
リ

ア
ル
」が
開
館
。
商
店
街
は
同
時
に

オ
ー
プ
ン
し
た「
道
の
駅
さ
ん
さ
ん

南
三
陸
」の
一
つ
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
商
店
街
に
は
飲
食
、
物

販
、
理
美
容
な
ど
27
店
舗
が
軒
を

連
ね
ま
す
。
飲
食
店
が
多
く
、
共

用
の
飲
食
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
。
地

元
食
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た「
南

三
陸
キ
ラ
キ
ラ
丼
」も
集
客
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

　

３
代
目
商
店
街
会
長
の
山
内
大

輔
さ
ん
は「
仮
設
商
店
街
の
時
か
ら

食
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
強
み
。

キ
ラ
キ
ラ
丼
は
震
災
後
に
販
売
の

休
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、

間
も
な
く
復
活
。
商
店
街
や
周
辺

の
飲
食
店
が
四
季
ご
と
の
丼
を
作

り
、
町
を
代
表
す
る
グ
ル
メ
に
な
っ

て
い
ま
す
」と
説
明
し
ま
す
。

　

商
店
街
が
あ
る
道
の
駅
に
は
旧

防
災
対
策
庁
舎
が
立
つ
南
三
陸
町

震
災
復
興
祈
念
公
園
、
南
三
陸

３
１
１
メ
モ
リ
ア
ル
が
集
ま
り
、

震
災
か
ら
12
年
以
上
が
経
過
し
て

も「
被
災
地
の
現
状
を
知
り
た
い
」

と
訪
れ
る
人
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

山
内
さ
ん
は「
コ
ロ
ナ
禍
、
海
外
に

行
く
代
わ
り
に
南
三
陸
に
来
て
く

れ
た
修
学
旅
行
生
が
い
ま
し
た
。

震
災
伝
承
館
で
学
ん
で
、
商
店
街

で
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
て
、
震

災
当
時
や
現
状
を
知
っ
て
も
ら
え

た
と
思
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

商
店
街
の
店
主
や
従
業
員
の
ほ

と
ん
ど
が
被
災
。
知
人
が
命
を
落

と
し
た
と
い
う
人
も
い
ま
す
。家
業

が
鮮
魚
店
の
山
内
さ
ん
も
、
住
ま
い

を
兼
ね
た
店
舗
を
失
い
ま
し
た
。「
人

口
流
出
が
進
み
、
町
が
な
く
な
る
の

で
は
」と
い
う
声
が
上
が
る
中
、「
亡

く
な
っ
た
方
の
分
ま
で
、
自
分
た

ち
が
商
売
を
し
て
町
を
盛
り
上
げ
よ

う
」と
仮
設
か
ら
始
め
た
商
店
街
は
、

今
で
は
町
一
番
の
に
ぎ
わ
い
で
す
。

　

各
店
、
独
自
の
取
り
組
み
に
も

注
目
で
す
。
例
え
ば
、「
佐
良
ス
タ

ジ
オ
」は
店
内
に「
佐
藤
信
一
常
設

写
真
展
示
館『
南
三
陸
の
記
憶
』」を

開
設
。
震
災
か
ら
復
興
、
現
在
に

至
る
町
の
移
り
変
わ
り
を
写
真
で

伝
え
て
い
ま
す
。

　

震
災
の
脅
威
を
語
り
継
ぎ
、
ま

た
町
の
主
要
商
業
観
光
施
設
と
し

て
、
山
内
さ
ん
は「
地
域
の
活
気
の

源
で
あ
り
続
け
た
い
で
す
」と
力
を

込
め
ま
す
。
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宮
城
県
南
三
陸
町
志
津
川
地
区
に
あ
る「
南
三
陸
さ
ん
さ
ん

商
店
街
」は
、
被
災
し
た
商
店
主
ら
が
協
力
し
て
２
０
１
２
年

に
開
設
し
た
仮
設
商
店「
南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街
」が
始
ま

り
。
津
波
の
爪
痕
が
残
る
中
、「
サ
ン
サ
ン
と
輝
く
太
陽
の
よ

う
に
、
笑
顔
と
パ
ワ
ー
に
満
ち
た
商
店
街
に
」と
い
う
思
い
を

込
め「
さ
ん
さ
ん
商
店
街
」の
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

町
一
番
の
に
ぎ
わ
い

久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ

三陸沿岸道路

JR八戸線
陸中夏井駅 久慈湾

道の駅
いわて北三陸

イシツブテ公園

南三陸杉を用いた商店街は、建築家の隈研吾さんが設計

高野会館高野会館

南三陸町震災
復興祈念公園
南三陸町震災
復興祈念公園

旧防災対策庁舎旧防災対策庁舎

気仙沼線BRT
志津川駅
気仙沼線BRT
志津川駅

南三陸
311メモリアル
南三陸
311メモリアル

道の駅
さんさん南三陸
道の駅
さんさん南三陸

志津川IC 三陸沿岸道路三陸沿岸道路

45
398

南三陸さんさん
商店街
南三陸さんさん
商店街

MAP

商
店
主
が
結
束
し
開
設

商
業
と
震
災
伝
承
の
要

所在地／南三陸町志津川字五日町201-5
TEL0226-25-8903

志津川地区の復興まちづくりの様子を伝える看板

南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街

南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街

久慈市・南三陸町の震災伝承施設

●高野会館  南三陸町志津川字汐見町32-1
●海の見える命の森  南三陸町志津川字黒崎80・81
●南三陸町東日本大震災伝承館 南三陸311メモリアル
南三陸町志津川字五日町200-1

●南三陸町震災復興祈念公園
南三陸町志津川字中瀬町、字廻館前、字塩入、
字汐見町内

三
陸
道
全
線
開
通
が
追
い
風

久
慈
広
域
の
周
遊
観
光
を
促
進

道
の
駅
い
わ
て
北
三
陸

佐良スタジオの写真展示館の入館料は
大人100円、中・高校生50円



　

東
日
本
大
震
災
の
復
興
道
路
と

し
て
国
が
進
め
て
い
た
三
陸
沿
岸

道
路
の
久
慈
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
近
く
、
田
園
地
帯
の
一
角
に

道
の
駅
い
わ
て
北
三
陸
は
建
設
さ

れ
ま
し
た
。
津
波
が
襲
来
し
た
久

慈
市
、
洋
野
町
、
野
田
村
、
普
代

村
と
太
平
洋
沿
岸
の
４
市
町
村
が

連
携
し
て
整
備
し
た
も
の
で
、
久

慈
広
域
の
周
遊
観
光
の
拠
点
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

運
営
は
指
定
管
理
者
の
シ
ダ
ッ

ク
ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ

ス
が
行
っ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ

の
ほ
と
ん
ど
は
、
久
慈
市
や
近
隣

市
町
村
の
出
身
者
。
駅
長
の
大
向

昌
彦
さ
ん
も
久
慈
市
生
ま
れ
で
す
。

東
京
で
飲
食
業
の
仕
事
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
震
災
を
き
っ
か
け
に

退
職
し
て
帰
郷
。
盛
岡
市
を
拠
点

に
震
災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
復
興

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
っ
た
後
、

自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
全
国
の

被
災
地
の
復
興
支
援
に
取
り
組
ん

で
い
ま
し
た
。

　

縁
あ
っ
て
、
道
の
駅
い
わ
て
北

三
陸
の
駅
長
に
就
任
し
た
大
向
さ

ん
は「
三
陸
沿
岸
道
路
が
全
線
開
通

し
、
宮
城
県
や
、
八
戸
市
を
は
じ

め
青
森
県
か
ら
も
気
軽
に
遊
び
に

来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
観
光
客
の
方
も
多
い
で
す
」

と
現
状
を
説
明
し
ま
す
。

　

道
の
駅
は
久
慈
市
に
３
施
設
、

さ
ら
に
洋
野
町
、
野
田
村
、
普
代

村
に
1
施
設
ず
つ
あ
り
ま
す
。
大

向
さ
ん
は「
お
薦
め
の
ス
ポ
ッ
ト
を

聞
か
れ
た
ら
、
目
的
地
ま
で
の
最

短
ル
ー
ト
を
紹
介
す
る
の
で
は
な

く
、
他
の
道
の
駅
を
経
由
し
て
向

か
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
案
内

し
て
い
ま
す
。
道
の
駅
間
の
魅
力

も
広
め
た
い
で
す
」と
思
い
を
話
し

ま
す
。

　

情
報
発
信
・
休
憩
ス
ペ
ー
ス
に

観
光
案
内
所
を
設
け
、
連
携
す
る

４
市
町
村
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
P
R
動
画
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
物
販
・

飲
食
コ
ー
ナ
ー
に
加
え
、
子
育
て

世
代
向
け
の
施
設
が
充
実
。
屋
内

の
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
に
は
ス
パ
イ

ラ
ル
ス
ラ
イ
ダ
ー
が
付
い
た
大
型

遊
具
を
設
置
。
屋
外
に
は
ゲ
ー
ム

や
ア
ニ
メ
で
大
人
気
の「
ポ
ケ
ッ
ト

モ
ン
ス
タ
ー
」の「
い
わ
て
応
援
ポ

ケ
モ
ン
」イ
シ
ツ
ブ
テ
を
は
じ
め
、

岩
タ
イ
プ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
遊
具
が
設
置
さ
れ

た「
イ
シ
ツ
ブ
テ
公
園
」が
あ
り
ま

す
。
大
向
さ
ん
は「
観
光
、
交
流
、

憩
い
の
場
と
さ
ま
ざ
ま
な
使
い
方

を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
」と
願
い

ま
す
。

　

道
の
駅
は
震
災
に
よ
る
津
波
被

害
が
な
か
っ
た
場
所
に
立
ち
ま
す

が
、
災
害
は
い
つ
ど
こ
で
発
生
す

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
自
家
発
電

や
物
資
を
備
え
て
い
る
の
は
も
ち

ろ
ん
、
大
向
さ
ん
は
自
身
の
経
験

か
ら
も
防
災
対
策
を
よ
り
強
化
し

て
い
く
考
え
で
す
。
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周
辺
の
道
の
駅
と
連
携

久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ

久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ

三陸沿岸道路三陸沿岸道路

JR八戸線JR八戸線
陸中夏井駅陸中夏井駅 久慈湾久慈湾

道の駅
いわて北三陸
道の駅
いわて北三陸

イシツブテ公園イシツブテ公園

久慈北IC

45

395
279

MAP

所在地／久慈市夏井町鳥谷第7地割3-2
TEL0194-66-8830

　

国
道
45
号
沿
い
に
あ
る「
道
の
駅
い
わ
て
北
三
陸
」は
久
慈

市
、
洋
野
町
、
野
田
村
、
普
代
村
の
久
慈
広
域
の
交
流
拠
点
と

し
て
２
０
２
３
年
４
月
に
開
業
し
ま
し
た
。震
災
伝
承
施
設「
久

慈
市
地
下
水
族
科
学
館　

も
ぐ
ら
ん
ぴ
あ
」に
最
も
近
い
道
の

駅
で
、
物
販
、
飲
食
、
公
園
な
ど
施
設
が
充
実
。
市
内
外
か
ら

幅
広
い
世
代
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

岩手県産カラマツやヒノキを用いた平屋の建物は周囲の自然と調和

高野会館

南三陸町震災
復興祈念公園

旧防災対策庁舎

気仙沼線BRT
志津川駅

南三陸
311メモリアル

道の駅
さんさん南三陸

三陸沿岸道路

南三陸さんさん
商店街

商
店
主
が
結
束
し
開
設

商
業
と
震
災
伝
承
の
要

連携している4市町村の観光情報を発信 地場の新鮮な食材が並ぶ物販コーナー

南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街

　第3分類（訪問しやすく、案内員の配置や語り部活
動など、来訪者の理解しやすさに配慮している施設）
と、第2分類（公共交通機関等の利便性が高い、近隣
に有料または無料の駐車場があるなど、来訪者が訪
問しやすい施設）のみ掲載。

●久慈地下水族科学館 もぐらんぴあ
久慈市侍浜町麦生町第1地割43-7

●ケルン・鎮魂の鐘と光 
久慈市長内町第42地割（JC公園内）

三
陸
道
全
線
開
通
が
追
い
風

久
慈
広
域
の
周
遊
観
光
を
促
進

道
の
駅
い
わ
て
北
三
陸

道
の
駅
い
わ
て
北
三
陸
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東日本大震災慰霊碑（宮城県名取市）

「亡き人を悼み 故郷を想う」 東日本大震災慰霊碑（名取市）

　仙台湾と名取川の河口に面する名取市閖上地区は、江戸時
代には仙台藩直轄の漁港として栄え、平坦な土地だけに農業も
盛んだった。その歴史は現代まで脈 と々続き、南北に延びる海岸
線は風光明媚で、仙台からの気軽な行楽地として親しまれてき
た。震災前は多くの住宅も並び、2000世帯余り5700人ほどが
暮らしていた。しかし、その恵まれた立地が震災ではあだとなっ
た。津波が容赦なく襲い、約750人が犠牲に。市全体では1000
人近い尊い命が失われている。
　名取市の「東日本大震災慰霊碑」は、この閖上地区に設置さ
れた。「種の慰霊碑」から発芽した「芽生えの塔」が、この地に豊
かさが戻ることを願う「豊

ほうじょう

穣の大地」から上へ上へと伸びていく
様子を表現。震災の犠牲者が天に上っていくイメージを表すとと
もに、震災を克服し、復興に向けた決意を新たにする気持ちを

込めたモニュメントだ。慰霊碑の高さは「豊穣の大地」も含めて
8.4㍍。この地を襲った津波の高さを示している。
　「亡き人を悼み 故郷を想

おも

う 故郷を愛する御霊よ 安らかに」。
「種の慰霊碑」に刻まれたメッセージだ。犠牲者を悼む心ととも
に、震災で故郷を失った人の
思いが込められている。慰霊
碑左右の芳名板には犠牲に
なった市民と市内で亡くなっ
た人の計960人の名が記され
ている。この慰霊碑を未来まで
残し、大切に守ることで、震災
の記憶を末永く将来世代まで
伝えていく。

所在地／名取市閖上東3-3-1

東日本大震災慰霊碑東日本大震災慰霊碑

名取IC

名取市震災
復興伝承館
名取市震災
復興伝承館

津波復興祈念資料館
閖上の記憶
津波復興祈念資料館
閖上の記憶

名取市震災メモリアル公園名取市震災メモリアル公園
ゆりあげ港朝市ゆりあげ港朝市

かわまちてらす
閖上
かわまちてらす
閖上

閖上小中閖上小中129
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　当機構では2021、22年度に引き続き、23年度のラジオ

番組を来年2月10日㈯に始めます。放送の狙いは①東日

本大震災の記憶や教訓を伝え、防災力の向上に貢献②震

災の風化の防止③震災伝承施設・遺構への関心の醸成、

被災地域の活性化支援。震災から10年余りが過ぎ、ラジ

オのリスナーに震災の真実や教訓を振り返ってもらう契機

となる番組を制作します。

　23年度番組の全体概要は別表の通り。過去２年の放送

と同様に2月上旬から3月上旬までの週1回、5週連続の番

組となります。青森、岩手、宮城、福島の被災4県の各民放

ラジオで放送します。

　21年度は「生きる教訓3.11伝承ロード」のタイトル。八

戸市みなと体験学習館（青森）、釜石市いのちをつなぐ未

来館（岩手）、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館（宮城）、

東日本大震災・原子力災害伝承館（福島）といった震災伝

承施設や震災遺構の関係者、大学生にも出演してもらい、

震災当時を振り返り、今の思いを伝えてもらいました。

　22年度はタイトルが「3.11伝承ロード あの日の使命

感」。震災当時、一般市民が知らなかった困難に遭遇し、そ

れを乗り越えた企業・団体の隠れた苦労や社会貢献にス

ポットを当てました。石巻地区広域行政事務組合石巻消防

署や東北電力ネットワーク栗原登米電力センターの職員、

福島県警察本部警務部総務課広報官の他、震災直後に釜

石市から大槌町までの道路啓開に携わった「株式会社テ

ラ」、福島市内の除染ボランティア活動に参加した「合同会

社森の人」の各代表者に出演してもらいました。

　過去の番組は当機構のウェブサイトで聞けます。23年

度の番組にも、ぜひご期待ください。

記憶や教訓を伝えるラジオ番組
2024年2月10日㈯に初回放送

建設業関係者が復旧・復興工事におい

て体験した苦労談や工事関係者・地域

住民から寄せられた声をナビゲーター

との対談形式で振り返り、隠された企

業の社会貢献を明らかにする

放送エリア：被災4県
放送回数・時間：5回・15分間／回
放送予定日：2月10日㈯～3月9日㈯の5週連続
■ tbc東北放送 ・・・・土曜18:30～18:45
■ RAB青森放送・・・・土曜 8:30～ 8:45
■ IBC岩手放送・・・・土曜18:00～18:15
■ rfcラジオ福島・・・・土曜16:25～16:40

被災3県（岩手、宮城、福島各県）の建

設業関係者
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出演予定者

放送内容


