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ひとりひとり
輝いている

海
と
と
も
に

生
き
る
ま
ち
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Over the past three years, we have all tried our best.
Adults and children alike, in our respective places, 
in our respective ways
We have all tried hard to recover and rebuild.

In the face of an unprecedented disaster, 
we lost so much that we couldn’ t even comprehend,
On that day, we could do nothing but gaze blankly 
at the endless devastation of what we had lost.
But after that, we joined hands to work together

Everyone recalled someone
We could help and be useful to.
We worked hard, leaned on each other 
and lived our lives.
We worked together with our colleagues and friends,
We worked hard in silence.

Within the depths of our hearts
There is sadness.
There is regret, there is pain.
We have accepted this unimaginable heartache,
We have fought this deep deep sorrow,
While taking each day one step at a time.

At the end of our gaze
We find someone’ s smile,
If we can all dream together
We have a future.

Thinking about someone other than yourself
Is a beautiful thing,
More beautiful than anything else in this world.

This is Minamisanriku’ s treasure,
We can boast about it to the world.
The radiant form of people who are filled 
with compassion and love,
This is the pride of Minamisanriku.

がんばっている人は美しい
だれかのために

がんばっている人が
輝いている南三陸

こ
の
三
年
、
み
ん
な
が
が
ん
ば
っ
て
来
た
。

大
人
も
子
ど
も
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で

そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で

立
ち
直
ろ
う
と
、
建
て
直
そ
う
と
努
力
し
て
き
た
。

未
曾
有
の
災
害
を
前
に
、
失
わ
れ
た
も
の
の
大
き
さ
を

見
つ
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
あ
の
日
か
ら

み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
き
た
。

み
ん
な
が
だ
れ
か
の
こ
と
を
思
い
、

だ
れ
か
の
役
に
立
ち
た
い
と
、

懸
命
に
働
き
、
寄
り
添
い
、
生
き
て
来
た
。

仲
間
た
ち
と
力
を
合
わ
せ
て

黙
々
と
が
ん
ば
る
人
が
い
る
。

そ
の
心
の
奥
に
は

悲
し
み
も
あ
る
だ
ろ
う
。

悔
し
さ
も
、
苦
し
み
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
や
る
せ
な
い
気
持
ち
を

受
け
入
れ
な
が
ら
、

そ
ん
な
気
持
ち
と
戦
い
な
が
ら

人
々
は
日
々
を
歩
ん
で
来
た
。

そ
の
ま
な
ざ
し
の
先
に
は

だ
れ
か
の
笑
顔
が
あ
り
、

み
ん
な
で
一
緒
に
夢
見
る
こ
と
が
で
き
る

未
来
が
あ
る
。

だ
れ
か
の
た
め
に
が
ん
ば
る
人
は
美
し
い
。

そ
の
人
は
輝
い
て
い
る
。

自
分
以
外
の
だ
れ
か
の
こ
と
を

思
う
心
は
美
し
い
。

こ
の
世
の
ど
ん
な
も
の
よ
り
も
。

そ
れ
は
、
世
界
中
に
自
慢
で
き
る

南
三
陸
の
宝
物
。

だ
れ
か
の
た
め
に
が
ん
ば
る
人
々
の
姿
こ
そ

み
ん
な
の
誇
り
だ
。

It is a thing of beauty to see people hard at work
Working for the sake of someone else
Minamisanriku-where people hard at work are radiating joy
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　「自
分
た
ち
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
、
ぼ

く
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
と
、
町
の
人
た
ち

が
遊
ん
で
く
れ
た
り
教
え
て
く
れ
た
り

叱
っ
て
く
れ
た
り
、
地
域
が
子
ど
も
を
育

て
て
い
ま
し
た
。
今
、
南
三
陸
町
の
子
ど

も
た
ち
に
は
歩
い
て
登
下
校
す
る
時
間
さ

え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
と
ふ
れ
あ
う
時

間
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

し
た
。」

　そ
う
語
る
の
は
、
一
般
社
団
法
人
南
三

陸
町
復
興
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
及
川
渉

さ
ん
だ
。
及
川
さ
ん
ら
若
い
世
代
は
、
そ

の
活
動
を
通
し
て
２
０
１
２
年
春
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
や
教
育
を
通
し
た
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
の
活
動
に
力
を
注
い
で
き

た
。　か

つ
て
、
志
津
川
小
・
戸
倉
小
・
入
谷

小
の
６
年
生
は
、
戸
倉
沖
か
ら
の
３
キ
ロ

の
遠
泳
を
体
験
し
た
。
惣
内
山
へ
の
登
山

や
化
石
の
発
掘
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
は
こ

の
南
三
陸
の
大
自
然
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
暗

く
な
る
ま
で
遊
ん
だ
。
思
い
つ
く
こ
と
は

ま
ず
や
っ
て
み
て
、
大
人
に
叱
ら
れ
て
初

め
て
わ
か
る
。
そ
れ
が
本
来
の
子
ど
も
の

放
課
後
の
過
ご
し
方
だ
。

　大
人
に
な
っ
て
も
遠
泳
の
話
題
に
な
る

と
、
友
だ
ち
同
士
で
お
お
い
に
盛
り
上
が

る
。
そ
ん
な
思
い
出
を
共
有
で
き
る
未
来

を
子
ど
も
た
ち
に
届
け
た
い
。
そ
う
考
え

て
及
川
さ
ん
は
南
三
陸
で
復
興
支
援
を
続

け
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ 

特
定
非
営
利
活
動
法

人
ピ
ー
ス
ウ
ィ
ン
ズ
ジ
ャ
パ
ン
と
協
力

し
、「
わ
ら
す
こ
探
検
隊
」
と
い
う
ふ
る

さ
と
学
習
の
機
会
を
作
り
出
し
た
。

　銀
鮭
の
養
殖
場
に
行
っ
た
り
、
ト
マ
ト

農
家
で
の
体
験
を
し
た
り
、
磯
の
観
察
会

に
出
か
け
た
り
す
る
。
森
や
川
で
過
ご
す

こ
と
も
あ
る
。
季
節
毎
に
無
限
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
展
開
で
き
る
。
サ
ケ
の
雄
雌
の
見

分
け
方
、
神
社
の
お
詣
り
の
仕
方
、
そ
ん

な
ふ
る
さ
と
の
常
識
が
い
つ
の
ま
に
か
子

ど
も
た
ち
の
中
に
蓄
積
し
て
い
く
。

　参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
に
も
変
化
が
あ

る
。
ほ
か
の
学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
仲
良

く
な
っ
た
り
、
自
分
を
出
せ
な
か
っ
た
子

が
め
き
め
き
と
元
気
に
な
っ
た
り
す
る
。

活
動
を
通
し
て
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
発

見
と
学
び
が
、
子
ど
も
た
ち
を
生
き
生
き

さ
せ
る
。

　こ
の
活
動
は
、
子
ど
も
の
も
の
だ
け
で

は
な
い
。
一
緒
に
参
加
し
て
い
る
大
人
た

ち
が
、
ふ
る
さ
と
の
良
さ
に
改
め
て
気
づ

く
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
ジ
ュ
ニ
ア
リ
ー

ダ
ー
の
子
ど
も
た
ち
も
活
躍
で
き
る
絶
好

の
場
だ
。

　こ
の
町
は
い
い
な
あ
と
思
う
気
持
ち

が
、
進
学
や
就
職
で
こ
の
町
を
出
て
行
っ

た
若
者
た
ち
を
南
三
陸
に
つ
な
ぎ
止
め
る

と
及
川
さ
ん
は
語
る
。
豊
か
な
ふ
る
さ
と

を
将
来
思
い
出
せ
る
よ
う
に
、
今
こ
そ
、

子
ど
も
た
ち
に
は
南
三
陸
の
す
ば
ら
し
さ

を
体
感
で
き
る
時
間
が
必
要
な
の
だ
。
そ

し
て
、「
わ
ら
す
こ
探
検
隊
」
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
町
外
の
人
た
ち
と
町
を
つ
な
ぐ

地
域
資
源
に
も
な
る
。
及
川
さ
ん
は
こ
の

活
動
の
発
展
的
な
未
来
を
見
据
え
て
い

る
。

　町
の
復
興
に
携
わ
っ
て
い
る
世
代
は

50
代
以
上
の
、
自
分
た
ち
の
父
親
世
代

だ
。
町
の
ほ
と
ん
ど
が
流
失
し
た
南
三

陸
町
で
は
、
復
興
ま
で
、
お
そ
ら
く
20

〜
30
年
も
の
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
。

そ
の
頃
、
自
分
た
ち
は
50
代
。
町
の
中

枢
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
だ
っ
た
ら
、

人
任
せ
に
は
し
た
く
な
い
。

　そ
う
考
え
た
20
〜
30
代
の
若
者
た
ち

が
集
ま
っ
て
、
平
成
24
年
２
月
に
、
南

三
陸
ふ
っ
こ
う
青
年
会
は
発
足
し
た
。

会
長
を
務
め
る
の
は
宮
城
県
漁
協
志
津

川
支
所
に
勤
め
る
工
藤
大
樹
さ
ん
、
副

会
長
は
、
昨
年
の
町
議
会
議
員
選
挙
に

立
候
補
し
、
見
事
初
当
選
し
た
後
藤
伸

太
郎
さ
ん
だ
。
メ
ン
バ
ー
は
20
人
程
。

月
１
〜
２
回
の
例
会
に
は
必
ず
12
〜
13

人
が
集
ま
る
。
魚
屋
、
建
築
業
、
自
動

車
整
備
業
、Ｉ
Ｔ
関
係
な
ど
、
業
種
は

さ
ま
ざ
ま
だ
。

　彼
ら
の
最
初
の
活
動
は
、
全
国
か
ら

の
支
援
に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
サ
ン

キ
ュ
ー
ボ
ー
ド
を
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
蓋
、

約
１
万
個
で
作
る
活
動
だ
っ
た
。「
助
け

ら
い
だ
よ 

あ
り
が
と
う
」。
地
元
の
言

葉
が
、
南
三
陸
の
人
た
ち
の
共
感
を
呼

ん
だ
。
み
ん
な
に
地
道
に
蓋
を
貼
り
つ

け
て
も
ら
い
、
南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店

街
オ
ー
プ
ン
時
に
ボ
ー
ド
は
完
成
し
た
。

　昨
年
夏
に
は
、
奇
抜
な
ア
イ
デ
ィ
ア

の
盆
踊
り
大
会
を
企
画
し
た
。「
フ
ラ

イ
ン
グ
ゲ
ッ
ト
」
や
「
女
々
し
く
て
」

な
ど
の
人
気
ポ
ッ
プ
ス
に
盆
踊
り
の
振

付
を
し
て
も
ら
い
、
み
ん
な
で
踊
る
、

か
つ
て
な
い
ノ
リ
ノ
リ
の
盆
踊
り
大
会

が
実
現
し
た
。
提
灯
の
下
、
浴
衣
姿
の

若
者
た
ち
や
来
町
者
が
一
緒
に
踊
っ
た

夏
の
夜
は
、
久
々
に
み
ん
な
で
心
か
ら

笑
い
合
っ
た
ひ
と
と
き
に
な
っ
た
。

　副
会
長
の
後
藤
さ
ん
は
、
町
に
若
手

の
発
言
の
場
を
作
り
た
い
と
選
挙
に
挑

戦
し
た
。議
員
に
な
っ
た
後
藤
さ
ん
は
、

母
親
の
言
葉
を
心
に
刻
ん
で
い
る
。「
あ

な
た
は
蛇
口
。ア
イ
デ
ィ
ア
は
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
そ
の
出
口
が
わ
か
ら
な
か
っ

た
若
い
人
が
蛇
口
を
持
っ
た
。
そ
こ
か

ら
何
が
ど
う
出
る
の
か
は
、
若
い
人
に

か
か
っ
て
い
る
。」
と
。

　青
年
会
で
は
、
若
い
人
た
ち
の
考
え

を
集
め
た
発
露
の
場
を
年
に
一
回
は
持

ち
た
い
と
模
索
し
て
い
る
。
工
藤
さ
ん

が
実
現
し
た
い
ア
イ
デ
ィ
ア
の
ひ
と
つ

は
、
こ
の
先
千
年
続
く
よ
う
な
祭
り
を

作
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ん
な
伝
統
芸

能
に
も
始
ま
り
が
あ
る
。
町
民
み
ん
な

で
熱
く
な
っ
て
参
加
で
き
る
よ
う
な
祭

り
、
見
て
い
る
方
も
や
る
方
も
ひ
と
つ

に
な
れ
る
よ
う
な
祭
り
を
作
れ
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

　生
活
し
て
い
く
こ
と
は
第
一
だ
が
、

心
の
底
か
ら
み
ん
な
で
楽
し
む
場
も
大

切
だ
。
楽
し
む
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な

い
。
そ
れ
が
南
三
陸
ふ
っ
こ
う
青
年
会

の
モ
ッ
ト
ー
だ
。

It would probably take no less than 20-30 years for 
Minamisanriku to completely recover.  By then we would be 
in our 50's so we would be able to play a central role in this 
town. We don't want to leave the development of our town 
to other people. This is what young men in their 20 to 30's 
thought so decided to launch the Youth Association for the 
Revival of Minamisanriku. 
Mr. Hiroki Kudo who works for the Shizugawa Fishermen's 
Cooperative Association serves as the chairperson, and Mr. 
Shintaro Goto who ran as a candidate for the town assembly 
last year, and won his first election, serves as the vice 
chairperson. The 20 members that make up the association 
are from all walks of life. 
Last summer, they planned a Bon festival dance with a 
novel idea. The Bon festival dance was choreographed to 
pop songs such as "Frying Get" and "Memeshikute 
(Womanish)." Youths wearing summer cotton kimono 
danced together under the summer night sky, and were able 
to share whole hearted laughter with their friends. 
The youth association seeks the opportunity for members to 
get together and express their opinions freely at least once a 
year. One of the events that Mr. Kudo wants to hold is a 
festival in which all the townspeople can participate 
joyfully, and the audience and performers can become as 
one.  
Although making a living is our first priority, we also need a 
place for townspeople to gather and enjoy ourselves. We 
should never forget to enjoy life. This is the motto of the 
Youth Association for the Revival of Minamisanriku. 

及川  渉さん 

Hiroki Kudo　工藤大樹さん

一般社団法人南三陸町復興推進ネットワーク　理事
Wataru Oikawa

"When we were children, adults in the town would play 
with us, teach us things, and scold us when we 
necessary. The people of the community all had a hand 
i n  b r i n g i n g  u p  c h i l d r e n .  N o w ,  c h i l d r e n  o f  
Minamisanriku do not even have time to walk to and 
from school. I thought that the children needed more 
time to have contact with people in the community,” 
says Mr. Wataru Oikawa. 
He belongs to the Minamisanriku Town Recovery 
Promotion Network, and cooperates with “Peace Winds 
Japan,” a non-governmental organization (NGO) and 
non-profit organization (NPO), which has continued to 
support reconstruction in Minamisanriku. Together, 
they have launched "Warasuko Tankentai (Children's 
Expedition)" to offer them opportunities to learn about 
Minamisanriku. 
In the program, participants go to a fish farm of silver 
salmon, experience farming, and go exploring along a 
rocky shore. They learn how to distinguish a male fish 
from a female, the correct way to pray at a shrine ... 
such common knowledge that has been passed down 
from generation to generation in Minamisanriku has 
been absorbed by the children before they realize it. 
Some children who were shy at the beginning became 
animated quickly after starting this program. Feelings of 
affection for Minamisanriku will draw young people 
back even if they leave the town to go on to schools of 
higher learning or get a job. Now is the perfect time for 
our children to experience all the wonderful qualities of 
Minamisanriku.

南三陸ふっこう青年会 会長

Shintaro Goto後藤伸太郎さん 
副会長

楽しむことを忘れず進め

▲磯で生物を観察する「わらすこ探検隊」。子どもも大人も夢中！

▲カメラを使いこなす子どもたち。 子どもたちと談笑する
及川さん。

▲松林の中に建つ神割観光プラザ

▲南三陸ふっこう青年会のみなさん。それぞれもさまざまな活動をしている。
この日は福興市で牡蠣販売を行った。大好評であっという間に売り切れ。

▲工藤さん ( 左 ) と後藤さん ( 右 )

豊かなふるさとを
子どもの心に
育てたい

手探りだけど、とにかく今やれることをやる。みんなのためならがんばれる。

未来の南三陸のために

▲



　南
三
陸
町
で
は
、
民
泊
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。
南
三
陸
の
暮
ら
し
の
中

に
と
け
込
ん
で
、
一
緒
に
食
事
を
作
っ

た
り
、
農
漁
業
や
酪
農
体
験
を
す
る
非

日
常
を
楽
し
め
る
。

　阿
部
高
枝
さ
ん
も
震
災
前
か
ら
，
民

泊
を
受
け
入
れ
て
き
た
一
人
だ
。
阿
部

さ
ん
の
家
は
山
間
の
入
谷
地
区
に
あ
る
。

家
業
は
建
設
業
で
息
子
さ
ん
夫
婦
と
４

人
の
孫
と
暮
ら
し
て
い
る
。

　阿
部
家
に
泊
ま
っ
た
お
客
さ
ん
に
は

大
家
族
の
夕
食
作
り
を
手
伝
っ
て
も
ら

う
。
定
番
メ
ニ
ュ
ー
は
、
郷
土
料
理
の

は
っ
と
汁
作
り
だ
。
本
来
は
小
麦
粉
だ

け
で
作
る
「
は
っ
と
」
だ
が
、
阿
部
家

で
は
、
そ
ば
粉
も
入
れ
る
。
一
緒
に
材

料
を
切
っ
た
り
、
寝
か
せ
て
お
い
た

「
は
っ
と
」
の
生
地
を
ち
ぎ
っ
て
鍋
に

入
れ
た
り
、
台
所
で
は
歓
声
が
絶
え
な

04

２
０
１
４
年
１
月
20
日
、
入
谷
地
区
に

新
し
く「
農
漁
家
レ
ス
ト
ラ
ン 

松
野
や
」

が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
木
の
香
り
が
漂
う

板
倉
造
り
の
建
物
は
、
千
五
百
袋
の
籾

殻
で
断
熱
さ
れ
、
実
に
居
心
地
が
良
い
。

こ
こ
で
、
元
気
に
働
く
松
野
三
枝
子
さ

ん
の
姿
を
、
震
災
の
あ
の
日
、
だ
れ
が

想
像
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　松
野
さ
ん
は
、
当
時
末
期
ガ
ン
で
公

立
志
津
川
病
院
に
入
院
し
て
い
た
。
命

か
ら
が
ら
屋
上
に
逃
れ
た
後
、
松
野
さ

ん
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
の
救
出
を
拒

み
、
津
波
で
破
壊
さ
れ
た
残
骸
の
中
を

必
死
に
歩
い
て
山
間
の
自
宅
に
戻
っ

た
。
彼
女
の
予
想
通
り
、
そ
こ
に
は
家

を
流
さ
れ
た
28
人
も
の
親
戚
が
避
難
し

て
い
た
。
そ
の
日
か
ら
、
連
日
の
炊
き

出
し
が
始
ま
っ
た
。

　薬
も
手
に
入
ら
な
い
状
況
の
中
で
、

一
時
は
体
重
が
28
キ
ロ
に
ま
で
落
ち

た
。
見
か
ね
た
ご
主
人
が
、
鳴
子
温
泉

に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
松
野
さ
ん

の
中
に
命
が
甦
っ
た
。

　そ
れ
か
ら
の
彼
女
は
、
震
災
前
か
ら

行
っ
て
き
た
漬
物
な
ど
の
農
産
加
工
品

や
ホ
タ
テ
ご
飯
な
ど
を
ひ
っ
さ
げ
、
町

内
外
に
出
か
け
、
病
院
の
屋
上
で
の
体

験
、
そ
の
後
の
自
ら
の
体
験
を
伝
え
歩

い
て
き
た
。
両
親
を
亡
く
し
た
石
巻
の

高
校
生
に
、「
両
親
が
津
波
の
中
で
ど

ん
な
に
た
い
へ
ん
だ
っ
た
か
、
松
野
さ

ん
の
話
で
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
父
と

母
に
、
そ
し
て
今
が
あ
る
こ
と
に
や
っ

と
心
か
ら
感
謝
で
き
る
。」
と
言
わ
れ

た
と
き
に
は
う
れ
し
か
っ
た
。

　志
津
川
の
駅
前
か
ら
嫁
入
り
し
た
松

野
さ
ん
は
、
松
野
家
の
田
ん
ぼ
も
長
い

間
守
っ
て
き
た
。
来
る
日
も
来
る
日
も

一
人
で
草
刈
り
し
て
い
る
と
、
国
道
を

通
り
か
か
っ
た
人
が
手
伝
っ
て
く
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
守
っ
て

き
た
土
地
に
、「
松
野
や
」
は
建
っ
た
。

親
戚
筋
の
家
を
建
て
る
土
地
も
提
供
で

き
た
。
つ
ら
か
っ
た
過
去
は
、
こ
の
た

め
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
え
て
く
る
。

　松
野
さ
ん
の
生
き
様
に
多
く
の
人
が

動
か
さ
れ
た
。
山
の
木
を
切
り
土
を
運

ん
で
、
田
ん
ぼ
の
埋
め
立
て
を
手
伝
っ

て
く
れ
た
人
た
ち
が
い
る
。
松
野
や
を

建
て
て
く
れ
た
工
務
店
の
棟
梁
は
、
ケ

ヤ
キ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
や
柱
、
桐
の
洗
面

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く

れ
た
。
梁
に
は
久
慈
の
ア
カ
マ
ツ
が
使

わ
れ
て
い
る
。
南
三
陸
の
農
漁
家
レ
ス

ト
ラ
ン
ら
し
い
建
物
を
、
と
い
う
棟
梁

の
心
配
り
だ
。
食
器
や
テ
ー
ブ
ル
、
扉

な
ど
は
、
奥
秩
父
の
旅
館
の
方
が
く
だ

さ
っ
た
。
松
野
さ
ん
に
は
、
こ
れ
ま
で

が
ん
ば
っ
て
来
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
つ
な
が
り
、
今

の
形
に
な
っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

　先
日
抗
が
ん
剤
治
療
を
受
け
て
い
る

若
い
女
性
が
ご
主
人
に
連
れ
ら
れ
て
、

松
野
や
に
や
っ
て
来
た
。
帰
り
際
に
、

松
野
さ
ん
は
声
を
か
け
ら
れ
た
。「
生

き
る
気
力
を
な
く
し
か
け
て
い
ま
し

た
。
松
野
さ
ん
を
拝
見
し
て
、
笑
顔
で

い
る
こ
と
が
生
き
て
る
っ
て
こ
と
だ
と

わ
か
り
ま
し
た
。」
女
性
は
笑
顔
に
な
っ

て
帰
っ
て
行
っ
た
。

　松
野
さ
ん
は
、
一
日
一
日
を
懸
命
に

生
き
て
い
る
。
生
き
る
喜
び
を
実
感
し

な
が
ら
、
精
一
杯
に
生
き
て
い
る
。

い
。
大
皿
に
盛
り
つ
け
た
料
理
を
み
ん

な
で
一
緒
に
食
べ
る
と
、
す
っ
か
り
家

族
の
一
員
だ
。
４
人
の
孫
た
ち
は
、
大

の
お
客
さ
ん
好
き
。
同
世
代
の
子
ど
も

た
ち
が
泊
ま
り
に
来
る
と
、
一
緒
に
お

風
呂
に
入
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　中
学
生
に
は
、
畑
仕
事
や
花
植
え
な

ど
も
体
験
し
て
も
ら
う
。
宿
泊
し
た
子

ど
も
た
ち
の
親
か
ら
、
感
謝
の
手
紙
が

届
く
と
う
れ
し
い
。
田
舎
暮
ら
し
を
体

験
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
故
郷
の
よ
う

に
我
が
家
を
思
い
出
し
て
く
れ
る
と
思

う
と
民
泊
を
受
け
入
れ
て
よ
か
っ
た
と

思
う
。

　阿
部
さ
ん
は
、
宮
崎
県
椎
葉
村
の
生

ま
れ
だ
。
震
災
で
亡
く
な
っ
た
ご
主
人

と
は
東
京
で
知
り
合
っ
た
。
12
年
暮
ら

し
た
東
京
か
ら
、
義
母
が
亡
く
な
っ
た

の
を
き
っ
か
け
に
南
三
陸
に
移
り
住
ん

だ
。
ひ
と
り
暮
ら
し
の
義
父
の
た
め
に
、

東
京
で
仕
事
を
す
る
ご
主
人
を
置
い
て

子
ど
も
た
ち
と
引
っ
越
し
た
の
だ
。
ご

主
人
が
帰
っ
た
の
は
そ
の
２
年
後
。
二

人
で
起
業
し
、
ト
ビ
と
土
工
工
事
を
専

門
と
す
る
建
築
業
を
日
々
４
時
起
き
の

夫
唱
婦
随
で
続
け
て
来
た
。
今
は
、
息

子
さ
ん
が
そ
の
家
業
を
立
派
に
受
け
継

い
で
い
る
。

　南
三
陸
町
に
は
、
今
、
宮
崎
を
は
じ

め
九
州
か
ら
、
役
場
職
員
が
応
援
に
来

て
い
る
。
阿
部
さ
ん
は
彼
ら
を
招
き
、

心
づ
く
し
の
料
理
で
も
て
な
す
。
彼
ら

が
帰
っ
た
後
、
九
州
の
あ
ち
こ
ち
か
ら

名
物
が
届
く
。
震
災
後
、
は
る
か
に
遠

か
っ
た
故
郷
が
近
く
な
っ
た
。

「
人
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
大
好

き
で
す
。
遠
来
の
人
に
は
、
つ
い
、
何

か
し
て
あ
げ
た
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。」

阿部 高枝さん 

がんばってきたから今がある

喜んでもらえることが私の喜び

You can experience staying at a private residence in 
Minamisanriku. You can blend into the local life of 
Minamisanriku, and enjoy the extraordinary experience 
of farming, fishing, and dairy farming. 
Ms. Takae Abe has accepted guests into her home from 
before  the  d isas te r .  Her  house  i s  loca ted  in  a  
mountainous area of the Iriya istrict. The main family 
business is construction. She lives with her son, his 
wife, and four grandchildren.  
Guests participate in preparing dinner. When eating 
from a large platter shared together with the family, the 
guest feels like a real member of the family. “I'd be glad 
if our guests remember us from time to time like they 
fondly remember their hometown,” she thinks.
Takae was born in Shiiba Village in Miyazaki, Kyushu. 
She met her husband, who passed away in the disaster, 
in Tokyo. After living for 12 years in Tokyo, she moved 
to Minamisanriku when her husband's mother passed 
away.  
In Minamisanriku, some members of the municipal 
office staff have come from Kyushu, including 
Miyazaki, to lend their support, and this support still 
continues. Takae invited them to her house and treated 
them to hearty dishes. After they went back to Kyushu, 
they sent her and her family special products from 
various parts of Kyushu. Therefore, she felt that her 
hometown, which had seemed a distant place for many 
years, became closer to her after the disaster. 
"I love making people happy. I especially like to do 
things for people who have come from far away." 

 In the Iriya district, Matsunoya, a “farm & fisherman” restaurant, 
opened for business. Ms. Mieko Matsuno, who manages the 
restaurant, was hospitalized in Shizugawa Hospital with terminal 
cancer on the day of the disaster. She barely escaped with her life by 
climbing to the roof of the hospital.  After the tsunami had receded, 
she walked to her house in a mountainous area, and found that no 
less than 28 people had taken refuge there. Since that day, she has 
provided evacuees with hot meal service day after day. Her life 
revived miraculously. 
"Matsunoya" was built on land formerly used to cultivate rice which 
she had spent many years protecting as the wife of a farmer. “We 
could have offered the land to a relative who wanted to build a house 
here. Looking back, I'm very glad that I decided to keep the rice 
fields as they were,” she reflects. 
Many people were greatly impressed by her way of life. Some 
offered their support, such as those who helped prepare the land for 
building, a master builder who supplied quality building materials, 
and those who contributed tableware. Mieko cannot help but think 
that her hard work was closely linked to the generous support of 
numerous people, allowing her to be the success that she is today.  
A young woman who was undergoing anticancer drug treatment 
came to the restaurant accompanied by her husband the other day. 
When leaving, she spoke to Mieko. "Although I almost lost my will 
to live, I learned that keeping a smile on your face is essential for 
living." She returned home with a smile on her face. 
With a warm smile on her face, Mieko lives each day to the fullest. 

Takae Abe

松野 三枝子さん   農漁家レストラン　松野や Mieko Matsuno

▲民泊のお客さまに泊まっていただく日当たりがよい和室。

■宿泊料金　一泊二食付き　
　　　　　　大人 6,500 円 / 小人 5,050 円 ( 税別 )
　　　　　　※食事は郷 土料理体験です。

■民泊に関する詳しいお問い合わせは南三陸町観光協会へ。

■農漁家レストラン 松野や
南三陸町入谷字鏡石 23-5
TEL 0226-46-4986 FAX 0226-25-8175
営業時間：11 時～ 14 時　水曜定休 

▲新鮮な野菜が並ぶ店内

▲木の香りのする店内でてきばきと仕事をこなす松野さん。

▲「孫たちが帰ってくるととてもにぎやか」と語る高枝さん

日替わりワンコイン定食は 500 円とリーズナブル。松野さん
おすすめの漁師丼セットは、メカブ丼にはっと汁もついて
800 円。農漁家レストランならではのホタテが入った豪華な
はっと汁や海鮮うどんのほか、カレー、ラーメンなど、メニュー
は多彩。

今を精一杯生きること
だれかのために懸命にがんばること
そのひたむきな姿がみんなを笑顔にする
がんばる人って美しい

民宿アベトシ



05

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
！
」

 

南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商
店
街
の
一
角
か
ら

今
日
も
威
勢
の
良
い
声
が
響
く
。
江
戸

前
の
気
合
い
の
入
っ
た
か
け
声
の
主

は
、
東
京
生
ま
れ
、
下
町
育
ち
の
27
歳
、

岩
田
大
さ
ん
だ
。

　岩
田
さ
ん
の
母
親
の
実
家
は
、
南
三

陸
町
の
豊
楽
食
堂
。
岩
田
さ
ん
の
祖
母 

遠
藤
と
よ
子
さ
ん
が
51
年
切
り
盛
り
し

て
き
た
。
ラ
ー
メ
ン
の
麺
で
作
る
焼
き

そ
ば
は
、
独
特
の
味
わ
い
で
南
三
陸
の

人
た
ち
に
長
く
親
し
ま
れ
て
来
た
。

　６
年
前
、
岩
田
さ
ん
は
東
京
か
ら
南

三
陸
に
移
り
住
ん
だ
。
東
向
島
育
ち
の

岩
田
さ
ん
は
、
祭
り
や
御
輿
が
大
好
な

江
戸
っ
子
だ
。
子
ど
も
の
頃
、
夏
休
み

と
冬
休
み
に
は
、
必
ず
母
親
に
連
れ
ら

れ
て
南
三
陸
で
過
ご
し
た
。
従
兄
弟
や

近
所
の
子
ど
も
た
ち
と
、
海
と
山
を
駆

け
ま
わ
っ
た
。

　高
校
卒
業
後
、
岩
田
さ
ん
は
南
三
陸

町
に
移
り
住
み
、
祖
母
の
店
を
手
伝
い

始
め
た
。
い
つ
か
こ
の
店
を
継
ご
う
と

思
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た

の
は
、
仙
台
の
調
理
師
学
校
卒
業
の
１

週
間
前
だ
っ
た
。
３
月
末
に
た
ど
り
着

い
た
南
三
陸
に
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
祖

母
の
店
は
も
ち
ろ
ん
、
何
も
か
も
が
な

く
な
っ
て
い
た
。

　そ
の
年
の
秋
、
も
う
八
十
歳
に
手
が

届
く
祖
母
が
、
仮
設
商
店
街
で
豊
楽
食

堂
を
再
開
し
た
い
と
言
っ
た
。
今
こ
そ

自
分
が
や
る
べ
き
と
き
だ
。
岩
田
さ
ん

は
、
商
店
街
オ
ー
プ
ン
の
一
週
間
前
に

修
業
先
か
ら
駆
け
つ
け
、
そ
れ
以
来
、

鉄
板
と
格
闘
す
る
祖
母
の
隣
り
で
、
祖

母
の
味
を
守
り
た
い
と
日
々
汗
を
流
し

て
い
る
。

　岩
田
さ
ん
の
担
当
は
、
キ
ラ
キ
ラ
丼

な
ど
海
産
物
を
使
っ
た
震
災
前
の
豊
楽

食
堂
に
は
な
か
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
だ
。
大

阪
か
ら
豊
楽
食
堂
の
味
を
求
め
て
、
繰

り
返
し
来
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
も
い

る
。
全
国
か
ら
店
に
や
っ
て
来
る
さ
ま

ざ
ま
な
方
に
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
く
の

は
心
か
ら
楽
し
い
。

「
南
三
陸
の
ウ
ニ
と
タ
コ
は
日
本
一
で

す
。
変
わ
っ
て
い
い
こ
と
と
変
わ
っ
て

は
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
東
京
生
ま
れ
の
東
京
育
ち
で
す
が
、

南
三
陸
は
ぼ
く
の
田
舎
。
南
三
陸
産
の

食
材
を
お
い
し
く
食
べ
て
も
ら
っ
て
、

み
ん
な
を
笑
顔
に
し
た
い
。
町
を
明
る

く
し
た
い
ん
で
す
。」

　そ
う
語
る
岩
田
さ
ん
の
ま
わ
り
に

は
、
町
の
子
ど
も
た
ち
も
集
ま
っ
て
く

る
。
一
緒
に
遊
ん
で
く
れ
る
商
店
街
の

お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
子
ど
も
た
ち
に
大
人

気
だ
。

　町
を
明
る
く
し
た
い
、
そ
ん
な
思
い

が
、だ
れ
に
も
負
け
な
い
「
い
ら
っ
し
ゃ

い
！
」
の
力
強
い
声
に
な
る
。

　南
三
陸
町
を
ひ
と
つ
の
学
校
に
見
立

て
て
み
る
。
そ
の
学
校
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
達
人
、
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
の

人
々
が
い
る
。
そ
ん
な
人
た
ち
を
部
長

に
、
そ
し
て
多
様
な
フ
ィ
ー
ル
ド
を
持

つ
町
を
舞
台
に
部
活
動
を
行
お
う
、
と

い
う
の
が
、「
南
三
陸
お
ら
ほ
の
学
園

祭
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。

　人
口
が
減
り
続
け
る
町
で
、
若
い
世

代
に
何
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
４
人

の
若
者
が
話
し
合
っ
た
。
全
国
で
行
わ

れ
て
い
る
オ
ン
パ
ク
の
手
法
を
学
び
、

石
巻
や
気
仙
沼
の
活
動
も
参
考
に
し

た
。
町
の
み
ん
な
が
町
の
魅
力
を
体
感

し
、
人
を
知
る
機
会
を
つ
く
り
出
す
部

活
動
を
通
し
て
、
町
の
人
同
士
に
新
し

い
つ
な
が
り
を
作
り
出
し
再
発
見
を
促

し
た
い
。
地
域
の
物
産
を
販
売
す
る
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
サ
イ

ト
を
運
営
す
る
伊
藤
孝
浩
さ
ん
を
実
行

委
員
長
に
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
・
ク
リ
エ

イ
タ
ー
の
及
川
美
樹
さ
ん
ら
８
人
が
実

行
委
員
会
を
つ
く
り
、
18
の
部
活
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
資
金

は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
調
達

し
た
。

 

４
月
に
活
動
を
始
め
、
　10
月
に
「
南

三
陸
お
ら
ほ
の
学
園
祭
」
は
実
施
に
漕

By using your imagination, let 's  pretend that 
Minamisanriku is a school. At school, there are many 
people who are specialists in specific areas. The 
concept of “Our Cultural Festival in Minamisanriku” 
is to perform activities with such specialists as 
leaders, similar to doing activities at an after-school 
club and participating in the school festival. 
Eight young people played a central role in launching 
18 “activity clubs” in Minamisanriku. Among them 
are Mr. Takahiro Ito who is operating an Internet 
shopping site and Ms. Miki Oikawa who creates 
fashion accessories by hand. Expenses were raised by 
crowdfunding. 
For example, the “Salmon Club” is led by fishmonger 
Mr. Junpei Yamauchi. The activity of this club 
involves cleaning and cutting up freshly-caught 
whole salmon and eating it. Before cutting up and 
dressing the salmon, participants learn the life cycle 
of salmon during its four-year journey before coming 
back to Minamisanriku – while playing the “Salmon 
sugoroku game” (traditional Japanese board game). 
After gaining this knowledge about the salmon, 
participants are more appreciative when eating the 
salmon.           　
Everyone that is carrying out some activity in 
Minamisanriku is able to set up a club and become a 
leader if he or she wants to do so. Mr. Ito says, 
“Please organize and lead your own club. Creating 
any type of club is fine depending on your forte or 
what you like – karaoke, tea party or whatever you 
like. I want everyone to create his or her role and find 
a place where he or she can enjoy communicating 
with each other.” These “club activities” will help 
each of the residents in Minamisanriku to get 
reacquainted and strengthen ties with each other. 
These activities will also foster a deeper attachment 
to Minamisanriku and revitalize the town.  

岩田  大さん 

Takahiro Ito　

伊藤 孝浩さん 

Miki Oikawa

及川 美樹さん 

がんばるって気持ちいい！
豊楽食堂 Hiroshi Iwata

"Hello! Welcome!" 
An energetic voice sounds from one corner of the Minamisanriku San San Shopping 
Mall. The voice belongs to Mr. Hiroshi Iwata, 27 years old, who was born and raised in 
a traditional area of Tokyo.  
Six years ago, he started to work for the Horaku Shokudo restaurant, which his 
grandmother had managed for 51 years. His grandmother's long-established restaurant 
was washed away by the tsunami one week before his graduation from a culinary school. 
In the autumn of that year, his grandmother, who was close to 80, said that she would 
like to reopen the Horaku Shokudo restaurant in the temporary shopping mall. She 
thought, “Now is the time to gather our strength and stand tall.”
Since then, he has worked hard alongside his grandmother who wrestles daily with a 
cast-iron pan, making dishes for their customers. He vows to preserve the taste of his 
grandmother's  cooking. 
Hiroshi prepares new dishes which were not on the menu before the disaster, such as 
"Kira Kira-don bowl” that consists of different types of fish and shellfish. 
"Sea urchin and octopus from Minamisanriku are the best in Japan. Although I was born 
and raised in Tokyo, Minamisanriku is my home. I would like our diners to enjoy food 
from Minamisanriku, and hope to bring a smile to all their faces. I want to help make 
this town vibrant and happy." 
His fervent hope to revitalize Minamisanriku makes his voice much stronger than 
anybody else. "Hello! Welcome!" 

■豊楽食堂
南三陸町志津川字御前下 59-1
南三陸さんさん商店街内　
tel 0226-46-3512
営業時間 : 11:00 ～ 19:00
水曜定休

南三陸おらほの学園祭実行委員会
実行委員長 副実行委員長

地域再発見！町民が部長の部活動

▲岩田さんの元気な声が、豊楽食堂に入った瞬間に迎えてくれる。

▲定番のまぐろ丼は岩田さんのサービス
精神が満載。

▲昨年の「利きサケ部」の様子。サケを学んで、捌いて食べる。

▲次回の企画準備をする伊藤さん ( 左 ) と及川さん ( 右 )。
「実行委員募集中。高校生以上ならどなたでも企画に参加してほしい。」
と及川さん。４月末まで応募を受け付けている。
お問合せは TEL 090-6182-2882 または msoragaku@gmail.com

母
の
店
は
も
ち
ろ
ん
、
何
も
か
も
が
な

く
な
っ
て
い
た
。

　そ
の
年
の
秋
、
も

いらっしゃい

!!!

ぎ
着
け
た
。「
利
き
サ
ケ
部
」
は
、
魚

屋
の
山
内
淳
平
さ
ん
が
部
長
だ
。
獲
れ

た
て
の
サ
ケ
を
自
分
で
捌
い
て
食
べ
る

部
活
。
お
い
し
い
魚
を
よ
り
お
い
し
く

食
べ
る
知
恵
を
エ
キ
ス
パ
ー
ト
か
ら
学

べ
る
南
三
陸
な
ら
で
は
の
部
活
動
で
あ

る
。
サ
ケ
双
六
を
使
っ
て
、
サ
ケ
が
４

年
も
の
旅
を
し
て
南
三
陸
に
帰
っ
て
来

る
ま
で
を
学
ん
で
か
ら
捌
く
の
で
、
有

り
難
さ
が
倍
増
す
る
。

　町
で
活
動
し
て
い
る
人
な
ら
、
手
を

挙
げ
れ
ば
部
長
に
な
れ
る
。「
カ
ラ
オ

ケ
で
も
、
お
茶
会
で
も
、
自
分
の
で
き

る
こ
と
で
部
活
動
を
主
催
し
て
く
れ
れ

ば
い
い
ん
で
す
。
自
分
を
活
か
す
場
に

し
て
ほ
し
い
し
、
お
互
い
の
楽
し
み
の

場
に
し
て
ほ
し
い
」
と
、
伊
藤
さ
ん
は

語
る
。
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

か
っ
た
町
民
同
士
が
、
改
め
て
知
り
合

い
、つ
な
が
り
を
深
め
て
い
く
こ
と
は
、

南
三
陸
町
へ
の
愛
着
を
育
て
る
こ
と
に

な
る
か
ら
だ
。

　こ
の
活
動
を
通
し
て
、
南
三
陸
に
移

住
し
た
蜘
蛛
に
詳
し
い
方
や
、
漁
師
で

絵
描
き
と
い
う
逸
材
も
発
掘
で
き
た
。

だ
ら
だ
ら
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
だ

け
と
い
う
ひ
た
す
ら
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き

る
部
活
も
あ
る
。
部
長
会
も
盛
り
上

が
っ
た
。

　若
者
対
象
と
思
っ
て
始
ま
っ
た
学
園

祭
は
、
お
年
寄
り
か
ら
子
ど
も
ま
で
、

世
代
を
超
え
た
学
園
祭
に
な
っ
た
。
今

年
も
実
行
委
員
を
新
た
に
募
っ
て
、
学

園
祭
を
続
け
て
行
く
予
定
だ
。
町
を
元

気
に
す
る
部
活
動
は
、
南
三
陸
の
魅
力

と
町
民
同
士
の
絆
を
豊
か
に
育
ん
で
い

く
だ
ろ
う
。

※オンパクは地域の人々が提供する地域ならではの体験交流型
イベントを集中的に短い期間に開催する手法で、地域のすばら
しさを再発見し地域の活性化を促す活動です。



泊浜で釣り人を楽しませたいと
がんばる二人を激写中！▼

　南
三
陸
町
に
ひ
と
り
の
写
真
家
が

や
っ
て
来
た
。

　浅
田
政
志
、
34
歳
。
写
真
界
の
芥
川

賞
と
言
わ
れ
る
第
34
回
木
村
伊
兵
衛
写

真
賞
を
２
０
０
９
年
に
受
賞
し
た
、
今

も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
写
真
家
の
ひ
と

り
だ
。
受
賞
作
は
「
浅
田
家
」。
浅
田

さ
ん
自
身
と
父
、
母
、
兄
の
４
人
家
族

が
、
消
防
士
や
ラ
ー
メ
ン
屋
、
極
道
な

ど
様
々
な
も
の
に
扮
し
撮
影
し
た
家
族

写
真
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
家
族
全
員

で
休
み
を
合
わ
せ
、
撮
影
場
所
や
衣
装

を
借
り
、
家
族
全
員
で
シ
ー
ン
を
考
え
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
を
巻
き
込
み
な
が
ら

１
枚
１
枚
の
写
真
は
撮
影
さ
れ
て
い
っ

た
。　浅

田
一
家
の
こ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
記

念
写
真
は
、
家
族
と
い
う
も
っ
と
も
濃

い
人
間
関
係
の
信
頼
性
や
あ
た
た
か
さ

に
つ
い
て
、
見
る
者
に
訴
え
か
け
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の

撮
影
を
実
現
す
る
た
め
に
、
浅
田
一
家

は
多
様
な
社
会
や
人
々
と
関
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。、「
浅
田
家
」
を

生
み
出
す
過
程
で
、
ひ
と
つ
の
家
族
の

こ
と
が
、
社
会
の
み
ん
な
の
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　浅
田
さ
ん
の
撮
影
現
場
に
は
、
と
か

く
人
が
多
い
。
１
枚
の
写
真
を
ど
ん
な

作
品
に
す
る
か
、
彼
は
い
つ
も
被
写
体

に
な
る
人
々
と
話
し
合
う
。
み
ん
な
の

ア
イ
デ
ィ
ア
で
、
シ
ー
ン
を
描
き
、
そ

の
シ
ー
ン
を
作
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
た
ち
に
参
加
し
て
も
ら
う
。
ひ
と

り
の
こ
と
が
み
ん
な
の
こ
と
に
広
が
っ

て
い
く
。

　そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
人
物

た
ち
の
表
情
だ
け
で
は
な
い
。
人
と
人

と
の
見
え
な
い
絆
ま
で
も
が
、
彼
の
写

真
か
ら
は
感
じ
ら
れ
る
。

　こ
れ
か
ら
秋
ま
で
の
間
、
浅
田
さ
ん

は
南
三
陸
町
に
通
っ
て
撮
影
を
す
る
予

定
だ
。
撮
影
テ
ー
マ
は
、「
だ
れ
か
の

た
め
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
南
三
陸
の

人
々
」。
撮
影
し
た
写
真
の
向
こ
う
に
、

そ
の
「
だ
れ
か
」
を
感
じ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
写
真
を
、
み
な
さ
ん
と
話
し
合

い
な
が
ら
撮
影
し
て
い
く
。
完
成
し
た

写
真
は
、
こ
の
紙
面
で
ご
紹
介
し
て
い

く
予
定
。

　だ
れ
か
の
た
め
に
が
ん
ば
る
南
三
陸

の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
、
あ
た
た
か
い
人
間

関
係
が
、
浅
田
さ
ん
の
鋭
い
感
性
で
、

写
真
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ

ろ
う
。
だ
れ
か
の
こ
と
を
思
う
姿
、
ひ

た
す
ら
に
が
ん
ば
る
人
々
の
姿
は
、
何

よ
り
も
輝
い
て
い
る
。
そ
ん
な
南
三
陸

人
の
姿
が
、
ま
た
ほ
か
の
だ
れ
か
を
元

気
に
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

主催　ENVISI　共催　一般社団法人南三陸町観光協会　助成　公益財団法人福武財団　アサヒアートフェスティバル 2014

み
ん
な
で
が
ん
ば
�
て
ま
す
！
南
三
陸

だれかのためにがんばる 
南三陸人たちを 

写真家 浅田政志が撮影する 
プロジェクトが始まります！

▲「浅田家」の作品から。家族全員で消防士
に扮した。消防車もユニフォームも本物。

▲写真集「浅田家」( 赤々舎刊 )

▲八戸市で展開した「八戸レビュウ」より。
この写真撮影のために本物の結婚式が市民
の手で行われた。150 人以上が撮影に参加！

▲浅田さんは南三陸の子供ちとも写真の
ワークショップを行った。だれかのため
にがんばっている人を探して撮影するぞ！

▲南三陸町観光協会のスタッフとの撮影が終
わって、みんなで浅田さんと一緒に記念撮影。
最前列の左が浅田さん。

▲楽しい撮影現場。構図とポーズをみんなで
決める。チームワークがいい写真を作る！

撮影に参加する

南三陸人を

募集してまーす！

浅田さん

浅田さん

The people of Minamisanriku, 
working for the sake of others
Masashi Asada's  photo project has begun!
A single photographer has come to Minamisanriku.
Masashi Asada, aged 34, is currently a rising star in the world of 
photography. He is winner of the Kimura Ihei Photography Award 
for his work, “Asada-ke (The Asada Family). This series of pictures 
shows his father, mother, elder brother and himself dressed up as 
firemen, ramen shop workers and gangsters.
To decide the kind of picture he wants to take, he always talks to the 
subjects first. Using everyone's ideas, he creates a scene using 
various types of people. One person's work can be for the sake of 
everyone.　
From now until the fall, Asada will visit Minamisanriku often. His 
theme is “The People of Minamisanriku-all working hard for the 
sake of others” . When the series of photographs is complete, we 
will post them on this journal.
Thinking of someone else and working very hard for the sake of this 
person will make this individual “sparkle brighter” than anyone else. 
Seeing this compassion and generosity held by the people of 
Minamisanriku will surely make people elsewhere feel better.

南三陸町観光協会では、この撮影
に参加したい南三陸町民を募集し
ている。だれかのためにがんばっ
ている団体や個人を自薦、他薦問
わずご応募ください。どなたのた
めに何をがんばっている団体、個
人なのかお知らせください。ご応
募随時受付中！
■お申し込み・お問い合わせは南
三陸町観光協会へ
TEL 0226-47-2550
e-mail post@m-kankou.jp 

　
浅
田
さ
ん
撮
影
に
よ
る
南
三
陸
町
の
建
設
会
社
阿
部
藤
建
設
株
式
会
社
の
み
な
さ
ん
。
海
の
復
旧

工
事
に
、
陸
側
の
復
興
工
事
に
、
社
員
全
員
が
日
々
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
こ
の
日
は
志
津
川
地
区
に

設
営
さ
れ
て
い
た
き
り
こ
ボ
ー
ド
の
移
設
工
事
中
。
み
な
さ
ん
が
持
ち
寄
っ
た
仕
事
道
具
を
使
い
、

浅
田
さ
ん
と
一
緒
に
シ
ー
ン
を
作
っ
て
い
っ
た
。「
毎
日
毎
日
が
ん
ば
っ
て
ま
す
!
」

▲

▲写真集「浅田家」( 赤々舎刊 )
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春告げ
スイーツ

料金 /￥1,500( 税別 )
営業時間 /11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 22:00
定休日 / 火曜日
電話 /0226-29-6343
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　    南三陸さんさん商店街内

はしもと創菜旬魚

三陸味処

料金 /￥1,800( 税込 )
営業時間 /11:00 ～ 20:00
定休日 / 年中無休
電話 /0226-46-2442
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字黒崎 99-17

大地の春野菜に南三陸海の幸を彩り
よく盛り込みました。南三陸の春を味
わってください。

南三陸ホテル観洋
レストラン
シーサイド

料金 /￥1,500( 税込 )
営業時間 /10:30 ～ 17:00
定休日 / 日曜日
電話 /0226-46-2159
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田 150-35

春のカキは大きく甘みがあり、もっともおいし
いのです。そのカキをオリーブオイルで香ばし
く焼き、季節の野菜と一緒に中華風に味付け、
とろっと仕上げて、たっぷり盛り付けました。

南三陸の海を帆立の皿に、大地の恵みはご
飯の上に。とろりとしためかぶの天ぷらにめ
かぶの味噌汁、やわらか新ワカメの酢の物
付き。春風を感じる彩り豊かな春つげ丼です。

静江館 山内鮮魚店

料金 /￥2,000( 税込 )
営業時間 /10:30 ～ 14:00、17:00 ～ 21:00
定休日 / 水曜日
電話 /0226-47-1688
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　    南三陸さんさん商店街内

鮑のみそ漬は丸ごと１個！ 春告げ野菜や
磯の新芽も一緒にたっぷりとお召し上がり
ください。

志のや季節料理

料金 /￥1,800( 税別 )
営業時間 /11:00 ～ 20:00
定休日 / 月曜日
電話 /0226-46-2433
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　    南三陸さんさん商店街内

帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ
です。人気のタコの唐揚げも付いてい
ます。小鉢には、ウニめかぶを使用
しています。

松原食堂

料金 /￥1.500( 税込 )
営業時間 /11:00 ～ 19:00
定休日 / 水曜日
電話 /0226-46-3512
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　    南三陸さんさん商店街内

豪快に混ぜて一息でかっ込んで欲しい丼で
す。シラス（釡揚げ）に卵の濃厚さをプラス、
シャキシャキとした歯ごたえのまつも、甘さ
あふれる春告げ野菜、名物志津川ダコも入っ
ています！

豊楽食堂

えんどう鮨処 本吉店

料金 /￥1,800( 税別 )
営業時間 /11:00 ～ 14:00、16:30 ～ 21:00
定休日 / 火曜日
電話 /0226-42-3351
所在 / 宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸 200

その日に水揚げされた地場産の魚を
メインに、春らしくやさしい彩りの魚
の競演です。

竜巳や南三陸 お食事すし処

料金 /￥1,850( 税込 )
営業時間 /10:00 ～
定休日 / 不定休
電話 /090-9743-1333
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町戸倉字坂本 104-1
詳細・通販 /「南三陸 de お買物」
　　　(http://www.odette-shop.com)

パティシエが作るスイーツキラキラ丼。
桜のクリームで作った花を、あしらいま
した。春の甘い香りが幸せ運びます。

オーイング菓子工房 Ryo

i

i

i

i

i

i

i

i

ii

i

南
三
陸
キ
ラ
キ
ラ

弁慶鮨

料金 /￥2,000( 税込 )
営業時間 /11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 21:00
定休日 / 火曜日
電話 /0226-25-9377
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町歌津字管の浜 48

田中前

3.1-4.3
0
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志のや季節料理季節料理季節料理季節料理季節料理

竜巳や南三陸 お食事すし処
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南三陸ホテル観洋
レストラン
シーサイド

オーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryoオーイング菓子工房 Ryo

はしもと創菜旬魚

豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂豊楽食堂

帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ帆立、カキ、鮪、白身の盛り合わせ

松原食堂

弁慶鮨

三陸味処田中前

スイーツスイーツ

シーサイドシーサイドシーサイドシーサイド

三陸味処三陸味処三陸味処三陸味処

iiii 料金 /￥1,800料金 /￥1,800
営業時間 /11:00 ～ 20:00営業時間 /11:00 ～ 20:00

南三陸ホテル観洋南三陸ホテル観洋南三陸ホテル観洋南三陸ホテル観洋南三陸ホテル観洋南三陸ホテル観洋

弁慶鮨弁慶鮨

お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処お食事すし処
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限定

春野菜、新めかぶ、とろろ芋、温卵
に七種の海鮮ネタが春の彩りを告げ
る丼です。

三陸あわび、マグロ、特撰イクラ、春告
げ野菜など海・山の春の旬が勢ぞろい！

料金 /￥2,000( 税込 )
営業時間 /10:30 ～ 17:00
定休日 / 月曜日・火曜日
電話 /0226-25-9937
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　    南三陸さんさん商店街内

料金 /￥2,000( 税別 )
営業時間 /11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 21:00
定休日 / 木曜日
電話 /0226-46-5141
所在 / 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1
　　   南三陸さんさん商店街内

大輪のサーモンの桜花、白身魚の花にはバッケ
( フキノトウ ) 味噌。菜の花の鮮やかな緑が、
春を感じさせます。
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。



極上！三陸ワカメ収穫体験
南三陸町歌津のワカメは全国的にも大変高い品質です。
海でワカメ刈りを体験、しかも穫ったワカメをお土産に
持ち帰ることができるという、春だけの特別体験。
漁師さんとのふれあいも楽しいひとときです。

■行程（9：30）現地集合→ワカメ収穫体験 ( 乗船 )→ワ
カメ加工体験→生ワカメ試食→体験後に「極上ワカメ」
を詰め放題でプレゼント（11：30 終了予定）※約 2 時
間程度
■開催予定日 　3/23・3/30・4/6・4/13・4/20・4/27
■20 名程度（最少催行人数 大人 4 名以上 )
■体験料　大人 3,000 円 ( 税込 / 一人あたり )　小学生
以下 無料　 ※1 名につき保護者１名の同伴が必要にな
ります。

浮き玉語りと海ごはん
2011 年 3 月 11 日、東日本大震災によって失われたも
のは数多くあります。 しかし、自然災害の脅威、命の大
切さや家族との繋がり、そして自分の地域の魅力や価値
を再認識することもできました。次の世代に安心で安全
な未来を引く継ぐため、 この震災から学んだこと、教訓
になった事をお伝えします。実際にこの地に来ていただ
き、実際に目で、耳で感じてください。

■行程　農漁家レストラン慶明丸に集合→昼食（慶明丸
の海ごはん）60 分→農漁家レストラン慶明丸の三浦さ
き子さんによる震災語り部講話 40 分
■最少催行人数 10 名（団体様のみに提供）※最大 40 名
まで■料金　お一人様 2,000 円（税込）■期間通年（水
曜定休）開始時間についてはご要望をお話しください。

元漁師による舟語りと浜料理
震災前は漁師だった澤田力さんは船を失い、やむなく漁
師としての道を断念しました。現在は飲食店「大自然塾」
を営む澤田さんの、漁師ならではの貴重な体験談に耳を
傾けていただきます。震災直前に感じた海の変化や予兆、
震災後の海や生活の変化、また漁師時代の珍しい体験談
などを、人情たっぷりの語りでお伝えいたします。海を
臨む絶景と地元料理もお楽しみください。

■行程　大自然塾集合→昼食 ( 大自然塾の浜料理 )50 分
→澤田さんによる震災語り部講話 30 ～ 40 分
※昼食は BBQ( 晴天時のみ )、お刺身定食、焼肉定食、
ふかひれラーメンからお選びください。
■最少催行人数 5 名※最大 20 名まで ■お一人様 2,000
円（税込） ■通年（不定休）

南三陸モアイのキャラクター　モアー
チョグッズに新商品がお目見え。ドイツ
製のインクを使用し、高級感あふれるカ
ラーリングが目を引く。３色ボールペン

（タッチペン付）と、モアイ一家が勢ぞろ
い！のカラフル缶バッジも新登場！
■3 色ボールペン（タッチペン付）500
円／缶バッジセット（単品200円/5個セッ
ト 900 円）
■制作　南三陸町 うみ坊主
■みなみな屋（南三陸さんさん商店街内）
■問い合わせ先 TEL 090-7073-9563（南
三陸町観光協会）

お客様の目の前で焼き立てを提供してい
るクレープ生地には、朝採れたての自家
農園「田束山麓地鶏の自然卵 卵皇 ( らお
う）」を使用している。
また飲み物の種類も豊富で、ミルクセー
キやスモージーもおススメ。
■ チョコバナナクリーム 340 円／ティ
ラミスケーキクリーム 400 円／スモー
ジー 330 円
■田束山山麓　自然卵農園直営「自然卵
のクレープ」モアイ店　（南三陸さんさ
ん商店街内）
■問い合わせ先 TEL 090-6257-6184

小さなマッチ箱のなかには「モアイ」「わ
かめ」「海鳥」モチーフの紙製クリップと、
かわいらしいイラストで南三陸町の名所
を紹介してある旅のしおりが入っている。
旅の思い出に小さなマッチ箱を持ち帰っ
てはいかがでしょうか？
■マッチ箱マガジン 500 円
■制作　株式会社佐々木印刷所
■みなみな屋（南三陸さんさん商店街内）
■問い合わせ先 TEL 090-7073-9563（南三
陸町観光協会）

発色鮮やかなパーカーに、カモメのモ
チーフが印象的な一品。伸びがよく、
着心地もバツグンです。
■カモメパーカー（青、ピンク、黒、
グレー：S ～ LL）各 3900 円
■わたや（南三陸さんさん商店街内）
■問い合わせ先 TEL 0226-29-6358
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南三陸・春うらら・とっておきの春の旅
春ならではの体験に出会える南三陸。みなさんのお越しをみんなでお待ちしています！詳しい内容・日程は観光協会ホームページをご覧ください。

ご予約・お問い合わせは 南三陸町観光協会へ TEL 0226-47-2550  E-MAIL post@m-kankou.jp　（電話受付 9:00~18:00） http://www.m-kankou.jp/

〈車で来られる方〉仙台を含む各方面からのアクセスは下記高速経路図を参考にしてください。仙台南ICから南三陸町までの所要時間は約120分です。

〈バスで来られる方〉

〈JR・BRTでこられる方〉

仙台駅から南三陸町間を結ぶバスが一日４本出ています。柳津から南三陸町までの所要時間は約30分です。
■臨時高速バス　仙台南三陸線【全線】（自由乗車制・予約不要）

【仙台発】◎乗車のみ／県庁市役所前［8:10－ 14:10－ －16:35］⇒ 02:8［）番04ータンセスバ速高台仙交宮（前駅台仙 － 02:12 －14:20 －16:45］
◎降車のみ／南三陸ホテル観洋前［10:02 －16:02－14:02 －18:27］⇒志津川十日町［10:06 －16:06－14:06 －18:31］⇒歌津駅前［10:22 －16:22－14:22 －18:47］

【仙台行】◎乗車のみ／歌津駅前［6:52 －10:22－8:22 －16:22］⇒志津川十日町［7:08 － 8:38 －10:38 －16:38］⇒南三陸ホテル観洋前［7:12 －10:42－8:42 －16:42］
◎降車のみ／仙台駅前［8:58 －12:28－10:28 －18:28］⇒ 県庁市役所前［9:04 －12:34－10:34 －18:34］

青森IC

秋田南IC

浦和IC

新潟中央IC

一関IC

桃生津山IC

登米東和IC
東北自動車道
（259km）

秋田自動車道（107km）

磐越自動車道（141km） 東北自動車道（106km）
東北自動車道（329km）

（33km）
仙台南部道路・三陸自動車道

（37km）
三陸自動車道

東北自動車道（44.4km）
一般道 一般道

一般道
一般道（36km） 花泉

仙台南IC 松島北IC
北上JCT
郡山JCT

中田
342

398 45

45
南三陸

仙台駅 小牛田駅 柳津駅

発車時刻

9:42

14:45

18:57

志津川

発車時刻

12:05

17:05

21:14

ベイサイド
アリーナ

発車時刻

12:15

17:15

⇒

清水浜

発車時刻

12:22

17:22

21:22

陸前港

発車時刻

12:34

17:34

21:34

歌津

発車時刻

12:29

17:29

21:29

陸前
横山

発車時刻

11:46

16:46

20:55

陸前
戸倉

発車時刻

11:56

16:56

21:05

到着時刻

10:27

15:29

19:41

発車時刻

10:34

15:32

19:57

到着時刻

11:14

16:10

20:34

発車時刻

11:37

16:37

20:46

JR
東北本線

JR
気仙沼線

①往路
（仙台から）

小牛田駅柳津駅 仙台駅

到着時刻

ベイサイド
アリーナ

発車時刻 到着時刻 発車時刻到着時刻 発車時刻

志津川

発車時刻

清水浜

発車時刻

陸前港

発車時刻

歌津

発車時刻

陸前
横山

発車時刻

陸前
戸倉

発車時刻

11:2410:16 10:389:26 9:408:588:488:418:29 8:34 9:179:07

15:0512:13 14:06 14:1912:51 13:2512:2312:0611:54 11:59 12:4212:32

20:4418:13 19:40 19:5918:51 19:0418:2318:0617:54 17:59 18:4218:32

22:34⇒ 21:24 21:4920:32 20:4720:0419:5619:44 19:49 20:2320:13

JR
東北本線

JR
気仙沼線

②復路
（南三陸町から）

※志津川十日町、歌津駅前からの移動手段については、あらかじめ宿泊先などにご確認ください。

※柳津・気仙沼間の BRT は上記以外の時間にも運行しています。詳しくは http://www.jr-morioka.com/cgi-bin/pdf/press/pdf_1392885866_1.pdf

詳しくは南三陸町観光協会ホームページで
　http://www.m-kankou.jp/access/

12:10
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