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東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、塩
竈
市
は
本
土
地
区
も
浦
戸
地
区
も
甚
大
な

被
害
を
受
け
、多
く
の
命
と
財
産
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、ど
ん
な
に
被
害
が
甚
大
で
も
、時
が
た
つ
に
つ
れ
て
そ
の
記
憶

は
風
化
し
て
い
き
ま
す
。将
来
ふ
た
た
び
こ
の
悲
し
み
を
繰
り
返
さ
な
い
た

め
に
、震
災
の
記
憶
は
何
と
し
て
も
記
録
に
止
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
こ
の
震
災
記
録
誌
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、市
で
は
広
く
市
民
の
皆
さ
ん

に
も
参
加
を
呼
び
掛
け
て
、市
民
の
皆
さ
ん
が
大
震
災
で
見
た
こ
と
、記
録

し
た
こ
と
を
持
ち
寄
っ
て
い
た
だ
き
、互
い
に
そ
の
情
報
を
共
有
す
る
た
め
の

「
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
」を
開
催
し
ま
し
た
。そ
の
模
様
を
報
告
し
ま
す
。

塩
竈
市
東
日
本
大
震
災
記
録
誌
作
成
事
業

関
連
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

　
「
津
波
災
害
の
視
点
か
ら
塩
竈
の
歴

史
を
知
る
」、「
震
災
当
時
に
撮
影
し
た

写
真
を
見
せ
合
い
な
が
ら
、当
時
を
振

り
返
る
」、「
3
年
以
上
た
っ
た
今
、ま
ち

が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
か
を
見

直
す
」。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
こ
の
3
つ
の

テ
ー
マ
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。広
報
誌
や

チ
ラ
シ
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
募
し
た
結

果
、市
内
に
在
住
あ
る
い
は
お
勤
め
の
10

代
か
ら
70
代
、延
べ
50
名
余
り
の
方
々
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

塩
竈
市
出
身
で
仙
台
市
教
育
委
員

会
文
化
財
課
の
木
村
浩
二
さ
ん
を
講

師
に
迎
え
、
塩
竈
と
い
う
ま
ち
の
成

り
立
ち
や
位
置
付
け
、
役
割
な
ど
に

つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
ま
し
た
。

　

前
半
は
縄
文
時
代
か
ら
今
へ
続
く

塩
竈
の
歴
史
に
つ
い
て
、
後
半
は
過

去
に
塩
竈
で
起
き
た
地
震
と
東
日
本

大
震
災
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。

塩
竈
の
津
波
と

復
興
の
歴
史
に
ふ
れ
る

平
成
26
年
6
月
15
日
［
日
］
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時

ふ
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い
エ
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塩
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竈
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史
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聞
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日
本
大
震
災
と
塩
竈
〜

震
災
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復
興
の
歴
史
〜
」

第
１
回

　

震
災
時
の
写
真
を
参
加
者
が
持
ち

寄
り
、
ど
う
い
う
状
況
で
写
真
を
撮
っ

た
の
か
、
ま
た
そ
の
時
ど
う
い
う
生

活
だ
っ
た
の
か
、
当
時
の
様
子
を
語

り
合
い
な
が
ら
記
憶
の
共
有
を
し
ま

し
た
。
震
災
か
ら
3
年
半
を
振
り
返

り
、
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て
ま
ち
を

復
興
さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
市
民
の
皆
さ
ま
と
話
を
深
め
て

い
き
ま
し
た
。

３・11
の
記
憶
を
写
真
か
ら

呼
び
起
こ
し
、共
有
、伝
承
す
る

平
成
26
年
6
月
29
日
［
日
］

 

13
時
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分
〜
15
時
30
分

ふ
れ
あ
い
エ
ス
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塩
竈 

学
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室
1

公
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ロ
ン
「
ア
ナ
タ
の
撮
っ
た
３
・

11
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
。」

第
２
回

　

前
半
は
、
撮
影
さ
れ
た
震
災
直
後

の
現
場
を
訪
ね
、
ま
ち
歩
き
を
し
な

が
ら
現
在
の
状
況
を
定
点
撮
影
し
ま

し
た
。
復
興
の
様
子
や
何
を
感
じ
る

か
、
考
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

後
半
は
、
実
際
に
歩
い
て
み
て
の

感
想
や
、
将
来
の
塩
竈
へ
の
希
望
な

ど
に
つ
い
て
、
市
民
の
方
に
自
由
に

意
見
を
出
し
合
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

復
興
の
歩
み
を

知
る
、感
じ
る

平
成
26
年
7
月
12
日
［
土
］
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時
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）

ま
ち
歩
き
「
３
・
11
の
イ
マ
を
訪
ね
歩

き
ま
し
ょ
う
。」

第
３
回

35 34
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発
掘
調
査
か
ら
分
か
っ
た

　

日
本
有
数
の
遺
跡
の
宝
庫

　

縄
文
時
代
の
松
島
湾
沿
岸
の
地
域
は
日
本
で

も
有
数
の
貝
塚
が
発
達
し
た
エ
リ
ア
で
あ
り
、

遺
跡
の
宝
庫
で
す
。
最
も
古
い
も
の
は
塩
竈
か

ら
外
洋
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
舟
入
島
の
貝

塚
で
、
約
６
０
０
０
年
前
の
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
塩
釜
港
の
南
隣
、
七
ヶ
浜
町
の
大だ

い
ぎ
が
こ
い

木
囲

貝
塚
に
あ
っ
た
集
落
に
は
、
約
２
０
０
０
年
間
、

人
々
が
住
み
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
頃
の
気
温
は
と
て
も
温
暖
で
、
今

よ
り
も
2
度
か
ら
3
度
ほ
ど
、
年
平
均
気
温
が

高
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
は
海
の
幸
を
求
め
て
多
く
の
人
々
が
浜

辺
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
象
徴
で
あ

る
貝
塚
は
、
海
か
ら
少
し
離
れ
た
高
台
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
縄
文
時
代
の
人
々
は
、

今
よ
り
も
津
波
に
対
す
る
防
災
減
災
の
意
識
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
塩
竈
周
辺
に
は
縄
文
の
昔
か
ら

絶
え
ず
人
が
住
ん
で
い
て
、
多
く
の
人
々
の
暮

ら
し
、
営
み
が
続
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
塩
竈

の
歴
史
で
あ
る
と
、
ま
ず
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
香こ
う

津づ

町ま
ち

」と
い
う

　

地
名
の
由
来

　

塩
竈
に
は
「
香
津
町
」
と
い
う
地
名
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
大
正
5
年
に
命
名
さ
れ
た
と
い

う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
国
府
は「
こ
う
」、港
は「
つ
」と
読
み
、

国
府
の
港
で
「
こ
う
つ
」
と
読
み
ま
す
。
お
そ

ら
く
「
か
つ
て
こ
こ
に
国
府
の
港
が
あ
っ
た
」

と
い
う
聞
き
伝
え
を
元
に
漢
字
を
当
て
は
め
て

「
香
津
」
と
定
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
古
い
地
図
を
見
る
と
、
舟
戸
と
呼
ん

で
い
た
地
区
ま
で
千
賀
の
浦
が
入
り
込
み
、
香

津
町
の
す
ぐ
下
が
海
に
な
っ
て
い
る
の
が
分
か

り
ま
す
。
今
の
西
塩
釜
の
駅
の
近
く
、
佐
浦
町

界
隈
で
す
。
現
在
で
は
開
発
や
埋
め
立
て
で
痕

跡
は
一
切
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
陸

奥
国
府
で
あ
る
多
賀
城
の
専
用
港
が
か
つ
て
塩

竈
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

講師の木村浩二さん

　　は奈良時代頃の海岸線、　　は昭和34年当時の海岸線／塩竈市史Ⅲ別編Ⅰ（昭和34年発行）から作図
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「
貞
観
地
震
津
波
」と

　
「
慶
長
の
地
震
」

　

東
日
本
大
震
災
以
降
、「
貞
観
地
震
津
波
」
の

存
在
が
あ
ら
た
め
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。「
貞
観
地
震
津
波
」
は
、
平
安
時
代
に
東

北
南
部
太
平
洋
側
を
襲
っ
た
大
地
震
・
大
津
波

で
す
。

　

平
安
時
代
初
期
の
歴
史
書
で
皇
室
の
公
式
記

録
で
あ
る
『
日
本
三
代
實
録
』
の
条
文
の
中
に
、

貞
観
11
（
西
暦
８
６
９
）
年
5
月
26
日
に
国
府

多
賀
城
を
襲
っ
た
大
地
震
と
津
波
の
様
子
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
地
震
直
後
の
生
々
し
い
国
府
多
賀

城
周
辺
地
域
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
す
。
記

録
は
簡
潔
な
が
ら
、
甚
大
な
被
害
の
様
子
を
伝

え
、
こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
の
状
況
と
全
く

変
わ
ら
な
い
光
景
が
、
平
安
時
代
の
こ
の
記
録

に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

貞
観
十
一（
８
６
９
）年
五
月
二
十
六
日
条

　

海
を
活
か
し
、

　

海
と
と
も
に
生
き
て
き
た
ま
ち

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
１
０
０
年
ほ
ど
が
過
ぎ

た
元
禄
年
間
。
当
時
の
塩
竈
の
町
割
り
を
推
定

し
た
図
を
見
て
み
る
と
、
塩
竈
の
町
の
様
子
が

大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

入
り
江
が
だ
い
ぶ
埋
め
立
て
ら
れ
、
平
坦
な
土

地
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、「
新
町
」
や
「
新
河
岸
」

な
ど
、
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
新
し
く
で
き
た
土

地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
町
名
が
地
図
上
に
現
れ

て
き
ま
す
。

　

今
の
地
図
と
比
べ
る
と
海
岸
線
が
全
く
違
う

こ
と
か
ら
、
今
の
塩
竈
の
中
心
地
は
、
埋
め
立

て
た
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
平
坦
な
中
心
地
は
、
中
世
以
降
の
度
重
な

る
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
で
き
た
新
し
い
土
地
な

の
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
津
波
被
害
の
あ
っ
た
場
所

と
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
場
所
を
重
ね
て
み
る
と
、

古
地
形
に
沿
う
形
で
津
波
被
害
に
遭
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
埋
め
立
て
地
が
い
か
に
リ
ス
ク
の

高
い
土
地
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
の
地
震
に

よ
り
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

塩
竈
は
、
常
に
海
を
活
か
し
、
海
と
と
も
に

生
き
て
き
た
ま
ち
で
す
。
政
治
の
中
心
地
と
密

接
に
連
携
し
な
が
ら
、
発
展
し
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
何
千
年
も
前
か
ら
、
海
や
港
、
神

社
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
商
業
の
町
。
い
ろ
い

ろ
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
港
と
と
も
に
発
展

し
て
き
た
ま
ち
で
も
あ
り
ま
す
。

　

有
史
以
来
、
幾
た
び
も
の
地
震
や
津
波
に
襲

わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
度
に
力
強
く
何
度
も
立

ち
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
大
き
な
地
震
・

津
波
が
一
定
周
期
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
塩
竈
は
過
去
何
回
も
津
波
に
襲
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
塩
竈
も
含
め
、

海
を
生
業
に
し
て
い
る
漁
村
は
海
か
ら
は
離
れ

て
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
津
波
は
い
つ
来
て
も
お
か
し

く
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
識
を
常
に
持
ち
続
け
、

自
然
災
害
が
起
き
た
と
き
の
心
構
え
を
持
っ
て

対
応
す
る
こ
と
が
「
減
災
」
に
つ
な
が
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

鹽竈神社より塩釜港、松島の島 を々眼下（昭和20年代）

37 36



塩竈市震災記録誌◎ワークショップ

　

発
掘
調
査
か
ら
分
か
っ
た

　

日
本
有
数
の
遺
跡
の
宝
庫

　

縄
文
時
代
の
松
島
湾
沿
岸
の
地
域
は
日
本
で

も
有
数
の
貝
塚
が
発
達
し
た
エ
リ
ア
で
あ
り
、

遺
跡
の
宝
庫
で
す
。
最
も
古
い
も
の
は
塩
竈
か

ら
外
洋
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
舟
入
島
の
貝

塚
で
、
約
６
０
０
０
年
前
の
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
塩
釜
港
の
南
隣
、
七
ヶ
浜
町
の
大だ

い
ぎ
が
こ
い

木
囲

貝
塚
に
あ
っ
た
集
落
に
は
、
約
２
０
０
０
年
間
、

人
々
が
住
み
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
頃
の
気
温
は
と
て
も
温
暖
で
、
今

よ
り
も
2
度
か
ら
3
度
ほ
ど
、
年
平
均
気
温
が

高
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
は
海
の
幸
を
求
め
て
多
く
の
人
々
が
浜

辺
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
象
徴
で
あ

る
貝
塚
は
、
海
か
ら
少
し
離
れ
た
高
台
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
縄
文
時
代
の
人
々
は
、

今
よ
り
も
津
波
に
対
す
る
防
災
減
災
の
意
識
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
塩
竈
周
辺
に
は
縄
文
の
昔
か
ら

絶
え
ず
人
が
住
ん
で
い
て
、
多
く
の
人
々
の
暮

ら
し
、
営
み
が
続
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
塩
竈

の
歴
史
で
あ
る
と
、
ま
ず
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
香こ
う

津づ

町ま
ち

」と
い
う

　

地
名
の
由
来

　

塩
竈
に
は
「
香
津
町
」
と
い
う
地
名
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
大
正
5
年
に
命
名
さ
れ
た
と
い

う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
国
府
は「
こ
う
」、港
は「
つ
」と
読
み
、

国
府
の
港
で
「
こ
う
つ
」
と
読
み
ま
す
。
お
そ

ら
く
「
か
つ
て
こ
こ
に
国
府
の
港
が
あ
っ
た
」

と
い
う
聞
き
伝
え
を
元
に
漢
字
を
当
て
は
め
て

「
香
津
」
と
定
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
古
い
地
図
を
見
る
と
、
舟
戸
と
呼
ん

で
い
た
地
区
ま
で
千
賀
の
浦
が
入
り
込
み
、
香

津
町
の
す
ぐ
下
が
海
に
な
っ
て
い
る
の
が
分
か

り
ま
す
。
今
の
西
塩
釜
の
駅
の
近
く
、
佐
浦
町

界
隈
で
す
。
現
在
で
は
開
発
や
埋
め
立
て
で
痕

跡
は
一
切
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
陸

奥
国
府
で
あ
る
多
賀
城
の
専
用
港
が
か
つ
て
塩

竈
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

講師の木村浩二さん

　　は奈良時代頃の海岸線、　　は昭和34年当時の海岸線／塩竈市史Ⅲ別編Ⅰ（昭和34年発行）から作図
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堤

　
「
貞
観
地
震
津
波
」と

　
「
慶
長
の
地
震
」

　

東
日
本
大
震
災
以
降
、「
貞
観
地
震
津
波
」
の

存
在
が
あ
ら
た
め
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。「
貞
観
地
震
津
波
」
は
、
平
安
時
代
に
東

北
南
部
太
平
洋
側
を
襲
っ
た
大
地
震
・
大
津
波

で
す
。

　

平
安
時
代
初
期
の
歴
史
書
で
皇
室
の
公
式
記

録
で
あ
る
『
日
本
三
代
實
録
』
の
条
文
の
中
に
、

貞
観
11
（
西
暦
８
６
９
）
年
5
月
26
日
に
国
府

多
賀
城
を
襲
っ
た
大
地
震
と
津
波
の
様
子
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
地
震
直
後
の
生
々
し
い
国
府
多
賀

城
周
辺
地
域
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
す
。
記

録
は
簡
潔
な
が
ら
、
甚
大
な
被
害
の
様
子
を
伝

え
、
こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
の
状
況
と
全
く

変
わ
ら
な
い
光
景
が
、
平
安
時
代
の
こ
の
記
録

に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

貞
観
十
一（
８
６
９
）年
五
月
二
十
六
日
条

　

海
を
活
か
し
、

　

海
と
と
も
に
生
き
て
き
た
ま
ち

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
１
０
０
年
ほ
ど
が
過
ぎ

た
元
禄
年
間
。
当
時
の
塩
竈
の
町
割
り
を
推
定

し
た
図
を
見
て
み
る
と
、
塩
竈
の
町
の
様
子
が

大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

入
り
江
が
だ
い
ぶ
埋
め
立
て
ら
れ
、
平
坦
な
土

地
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、「
新
町
」
や
「
新
河
岸
」

な
ど
、
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
新
し
く
で
き
た
土

地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
町
名
が
地
図
上
に
現
れ

て
き
ま
す
。

　

今
の
地
図
と
比
べ
る
と
海
岸
線
が
全
く
違
う

こ
と
か
ら
、
今
の
塩
竈
の
中
心
地
は
、
埋
め
立

て
た
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
平
坦
な
中
心
地
は
、
中
世
以
降
の
度
重
な

る
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
で
き
た
新
し
い
土
地
な

の
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
津
波
被
害
の
あ
っ
た
場
所

と
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
場
所
を
重
ね
て
み
る
と
、

古
地
形
に
沿
う
形
で
津
波
被
害
に
遭
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
埋
め
立
て
地
が
い
か
に
リ
ス
ク
の

高
い
土
地
だ
と
い
う
こ
と
が
、
今
回
の
地
震
に

よ
り
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

塩
竈
は
、
常
に
海
を
活
か
し
、
海
と
と
も
に

生
き
て
き
た
ま
ち
で
す
。
政
治
の
中
心
地
と
密

接
に
連
携
し
な
が
ら
、
発
展
し
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
何
千
年
も
前
か
ら
、
海
や
港
、
神

社
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
商
業
の
町
。
い
ろ
い

ろ
な
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、
港
と
と
も
に
発
展

し
て
き
た
ま
ち
で
も
あ
り
ま
す
。

　

有
史
以
来
、
幾
た
び
も
の
地
震
や
津
波
に
襲

わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
度
に
力
強
く
何
度
も
立

ち
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
大
き
な
地
震
・

津
波
が
一
定
周
期
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
塩
竈
は
過
去
何
回
も
津
波
に
襲
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
塩
竈
も
含
め
、

海
を
生
業
に
し
て
い
る
漁
村
は
海
か
ら
は
離
れ

て
暮
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
津
波
は
い
つ
来
て
も
お
か
し

く
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
識
を
常
に
持
ち
続
け
、

自
然
災
害
が
起
き
た
と
き
の
心
構
え
を
持
っ
て

対
応
す
る
こ
と
が
「
減
災
」
に
つ
な
が
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
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ま
た
、江
戸
時
代
に
入
り
慶
長
16（
１
６
１
１
）

年
に
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
・
１
と
推
測
さ
れ
る

「
慶
長
の
地
震
」
が
起
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

ま
と
め
ら
れ
た
仙
台
藩
の
記
録
で
あ
る
「
貞
山

公
治
家
記
録
」
の
中
で
、
は
じ
め
て
「
津
波
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

２
７
０
年
間
に
は
、
12
度
ほ
ど
の
地
震
が
あ
っ

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
震
と
津
波
の
発
生
に
は

　
一
定
の
周
期
が
あ
る

　

江
戸
時
代
に
残
さ
れ
た
記
録
。
発
掘
調
査
か

ら
判
明
し
て
い
る
有
史
以
前
の
津
波
。
そ
し
て

明
治
時
代
以
降
の
記
録
を
加
え
る
と
、
東
北
南

部
太
平
洋
側
の
大
地
震
の
発
生
に
は
一
定
の
周

期
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

周
期
の
間
隔
に
は
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
４
０
０
年
・
８
０
０
年
と
い
う
長
周
期
で

発
生
す
る
巨
大
地
震
。
先
に
記
し
た
「
慶
長
の

地
震
」
は
奇
し
く
も
、
東
日
本
大
震
災
の
ち
ょ

う
ど
４
０
０
年
前
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
25
～
35
年
と
い
う
短
周

期
の
大
地
震
で
す
。
こ
れ
に
は
36
年
前
の
「
宮

城
県
沖
地
震
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
の
短

周
期
は
私
た
ち
人
間
の
平
均
世
代
交
代
年
で
あ

る
30
年
に
相
当
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
残
念
な
が

ら
そ
れ
は
私
た
ち
の
記
憶
が
風
化
し
は
じ
め
、

次
世
代
へ
伝
わ
り
に
く
く
な
る
年
限
で
も
あ
る

の
で
す
。

　

ま
た
、
過
去
の
事
例
に
よ
る
と
、
本
震
の
発

生
か
ら
3
～
5
年
の
間
で
、
本
震
の
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
よ
り
１
ラ
ン
ク
下
の
余
震
・
誘
発
地

震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
は
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
０
。
1
ラ
ン
ク
下
で
も
８
・

０
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
が
６
・
９
で
す
か
ら
、
阪
神
淡
路
大
震
災
よ
り

も
は
る
か
に
大
き
な
余
震
・
誘
発
地
震
が
起
き

る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
気
を
緩
め
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

古
い
こ
と
を
認
識
し

　

未
来
へ
教
訓
を
活
か
し
て
い
く

　

こ
う
し
て
歴
史
の
断
片
を
並
べ
て
み
る
と
、

地
震
が
一
定
の
周
期
で
来
て
い
る
こ
と
が
、
あ

ぶ
り
出
し
の
よ
う
に
見
え
て
き
ま
す
。

　

天
災
を
防
ぐ
こ
と—

—

『
防
災
』
は
難
し
く

て
も
、
天
災
の
被
害
を
減
ら
す
こ
と—

—

『
減

災
』
は
で
き
ま
す
。
時
が
流
れ
れ
ば
、
記
憶
が

薄
れ
て
い
く
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
定
期
的
に
震
災
を
思
い
出

し
た
り
、
語
り
合
う
機
会
を
作
る
こ
と
で
、
少

し
で
も
そ
れ
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
体
験
や
記
憶
を
記
録

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
何
よ
り

重
要
で
す
。

　
『
温
故
知
新
』。
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た

私
た
ち
は
、
こ
の
出
来
事
を
明
日
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

古
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
未
来
に
そ
の
教
訓
を
活
か
し
て
い
く
。
そ

れ
に
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
心
掛
け

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
今
日
こ
こ

で
聞
い
た
話
を
家
族
や
友
達
に
伝
え
る
。『
こ
ん

な
話
を
聞
い
て
き
た
』
と
話
し
て
、
日
常
的
な

話
題
に
し
て
い
く
。
地
道
な
こ
と
で
す
が
、
そ

う
い
っ
た
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
災
害
に
対
す

る
意
識
を
強
く
さ
せ
る
は
ず
で
す
。

　

塩
竈
に
暮
ら
す
市
民
も
参
加
し
て
取
り
組
む

こ
の
震
災
記
録
誌
が
、
後
世
の
人
々
に
語
ら
い

の
機
会
を
生
む
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

木村浩二さん PROFILE
1952年	 塩竈市生まれ
1974年	 東北学院大学	文学部史学科（考古学専攻）卒業
	 福島県教育委員会文化課勤務
1978年	 仙台市教育委員会社会教育課勤務
2004年〜	 地底の森ミュージアム	学芸室長
2009年〜	 仙台市教育委員会文化財課に勤務　現在に至る
現　職	 仙台市教育委員会文化財課	専門員
	 宮城学院女子大学	人間文化学科	非常勤講師
専　門	 東北古代史（日本考古学協会会員・宮城県考古学会会員）
著　書	 「仙台市史　特別編2　考古資料」（古代分）
	 「仙台市史　資料編1　古代中世」（共著）　など

津波到達点を示す石柱（塩竈市西町）

３・
11
の
記
憶
を

写
真
か
ら
呼
び
起
こ
し
、

共
有
、伝
承
す
る

第
２
回

　

３
年
半
が
過
ぎ
て

　

震
災
を
語
り
合
う
と
い
う
意
義

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
第
２
回
目
で
は
、
参
加

者
の
方
が
撮
影
し
た
写
真
を
見
な
が
ら
当
時
の

様
子
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
皆
で

語
り
合
い
ま
し
た
。
震
災
か
ら
３
年
半
が
過
ぎ
、

記
憶
は
少
な
か
ら
ず
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、

写
真
を
通
し
て
自
ら
が
経
験
し
た
東
日
本
大
震

災
を
語
り
合
う
こ
と
で
、
皆
の
記
憶
を
共
有
し

合
う
貴
重
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務
め
た
田
中
聡
子
さ

ん
は
塩
竈
市
出
身
。
ご
実
家
は
一
森
山
で
、
現

在
は
仙
台
市
に
住
み
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

大
き
な
揺
れ
を
感
じ
た
瞬
間
、

　

そ
れ
ぞ
れ
の
２
時
46
分

　

は
じ
め
に
仙
台
市
在
住
の
衞
藤
雅
之
さ
ん
か

ら
ご
自
身
が
撮
っ
た
写
真
を
解
説
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
衞
藤
さ
ん
は
塩
竈
に
住
む
同
僚
の

安
否
を
確
認
す
る
た
め
に
、
３
月
16
日
に
仙
台

か
ら
国
道
45
号
を
塩
竈
へ
向
か
い
ま
し
た
。
そ

の
時
初
め
て
津
波
被
害
を
見
て
、
絶
望
感
を
感

じ
た
そ
う
で
す
。
夕
方
に
な
っ
て
よ
う
や
く
同

僚
の
自
宅
に
到
着
。
建
物
の
破
損
に
驚
き
な
が

ら
も
大
声
で
呼
び
掛
け
る
と
、
同
僚
は
中
か
ら

着
の
身
着
の
ま
ま
で
出
て
来
て
、
そ
の
姿
を
見

て
ひ
と
安
心
し
た
、
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

泉
ヶ
岡
に
お
住
ま
い
の
末
永
榮
子
さ
ん
は
、

発
災
時
、
歯
の
治
療
中
で
し
た
。
電
灯
が
点
滅

し
、
机
は
右
に
左
に
動
き
、
危
険
を
感
じ
た
た

め
治
療
台
に
必
死
に
つ
か
ま
り
、
揺
れ
が
収
ま

る
の
を
待
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
家
に
逃
げ
帰

り
、
家
屋
を
確
認
し
て
か
ら
、
近
所
の
一
人
暮

ら
し
の
方
へ
ご
主
人
と
一
緒
に
声
を
掛
け
て
回

り
ま
し
た
。
津
波
が
来
て
い
る
と
は
全
く
知
ら

ず
、水
道
が
止
ま
る
か
ら
、と
バ
ケ
ツ
、ヤ
カ
ン
、

衣
装
ケ
ー
ス
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
入
れ
物

に
水
を
汲
み
置
く
こ
と
を
最
優
先
に
行
動
し
た

そ
う
で
す
。

　

野
田
明
宏
さ
ん
は
写
真
が
趣
味
で
普
段
か
ら

よ
く
撮
影
さ
れ
て
い
る
方
。
震
災
当
時
は
マ
リ

ン
ゲ
ー
ト
に
向
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
大
き
な
揺

れ
を
感
じ
、
直
感
的
に
「
津
波
が
来
る
」
と
感

じ
た
そ
う
で
す
。
す
ぐ
に
帰
宅
し
た
も
の
の
家

族
は
不
在
で
連
絡
が
取
れ
ず
、
町
内
会
で
集
ま

り
情
報
を
受
け
た
り
避
難
を
指
示
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

後
楽
町
に
お
住
ま
い
の
土
見
大
介
さ
ん
は
そ

の
日
仕
事
が
早
く
終
わ
っ
た
た
め
、
自
宅
で
昼

食
後
ゆ
っ
く
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
幸

い
自
宅
や
近
所
に
大
き
な
被
害
は
な
く
、
友
人

と
「
大
き
か
っ
た
ね
」
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
連
絡
を

取
り
合
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
雪
が
降
る
中
、
鹽

竈
神
社
に
行
っ
て
初
め
て
津
波
が
来
た
と
聞
き
、

大
変
な
こ
と
が
起
き
た
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

　

高
校
教
師
の
小
川
進
さ
ん
は
直
後
か
ら
カ
メ

ラ
を
手
に
取
り
、
写
真
を
撮
っ
て
回
り
ま
し
た
。

塩
竈
に
来
る
前
は
気
仙
沼
に
15
年
住
ん
で
い
た

こ
と
か
ら
津
波
被
害
が
気
掛
か
り
だ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
一
週
間
後
に
通
行
止
め
が
解
除
さ
れ
、

や
っ
と
行
く
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

　

他
に
も
、「
夜
勤
明
け
で
就
寝
中
地
震
が
起
き

た
が
、
幸
い
家
族
全
員
が
在
宅
だ
っ
た
た
め
安

心
だ
っ
た
」
と
、
ご
夫
婦
で
参
加
さ
れ
た
宍
戸

勇
太
さ
ん
。
小
学
生
の
時
に
チ
リ
地
震
津
波
を

体
験
し
、
津
波
の
恐
ろ
し
さ
を
憶
え
て
い
る
熊

谷
忠
昭
さ
ん
。
写
真
を
見
な
が
ら
状
況
を
聞
く

こ
と
で
、
当
時
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、「
そ

う
だ
っ
た
、
あ
の
時
こ
う
思
っ
て
こ
う
行
動
し

た
ん
だ
っ
た
」
な
ど
と
、
薄
れ
か
け
て
い
た
記
憶

を
思
い
出
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
な
り
ま
し
た
。

　

未
来
の
塩
竈
に
生
き
る
人
た
ち
に

　

自
分
た
ち
が
伝
え
た
い
こ
と

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
半
で
は
、
参
加
者
の

方
が
そ
れ
ぞ
れ
「
未
来
の
塩
竈
に
生
き
る
人
た

ち
に
伝
え
た
い
こ
と
」、
も
し
く
は
、「
今
、
実

行
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
い
こ
と
」、「
今
、
私

に
で
き
る
こ
と
」
を
考
え
、
付
箋
紙
に
自
分
の

思
い
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
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塩竈市震災記録誌◎ワークショップ

　

ま
た
、江
戸
時
代
に
入
り
慶
長
16（
１
６
１
１
）

年
に
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
・
１
と
推
測
さ
れ
る

「
慶
長
の
地
震
」
が
起
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に

ま
と
め
ら
れ
た
仙
台
藩
の
記
録
で
あ
る
「
貞
山

公
治
家
記
録
」
の
中
で
、
は
じ
め
て
「
津
波
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

２
７
０
年
間
に
は
、
12
度
ほ
ど
の
地
震
が
あ
っ

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
震
と
津
波
の
発
生
に
は

　
一
定
の
周
期
が
あ
る

　

江
戸
時
代
に
残
さ
れ
た
記
録
。
発
掘
調
査
か

ら
判
明
し
て
い
る
有
史
以
前
の
津
波
。
そ
し
て

明
治
時
代
以
降
の
記
録
を
加
え
る
と
、
東
北
南

部
太
平
洋
側
の
大
地
震
の
発
生
に
は
一
定
の
周

期
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

周
期
の
間
隔
に
は
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
４
０
０
年
・
８
０
０
年
と
い
う
長
周
期
で

発
生
す
る
巨
大
地
震
。
先
に
記
し
た
「
慶
長
の

地
震
」
は
奇
し
く
も
、
東
日
本
大
震
災
の
ち
ょ

う
ど
４
０
０
年
前
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
25
～
35
年
と
い
う
短
周

期
の
大
地
震
で
す
。
こ
れ
に
は
36
年
前
の
「
宮

城
県
沖
地
震
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
の
短

周
期
は
私
た
ち
人
間
の
平
均
世
代
交
代
年
で
あ

る
30
年
に
相
当
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
残
念
な
が

ら
そ
れ
は
私
た
ち
の
記
憶
が
風
化
し
は
じ
め
、

次
世
代
へ
伝
わ
り
に
く
く
な
る
年
限
で
も
あ
る

の
で
す
。

　

ま
た
、
過
去
の
事
例
に
よ
る
と
、
本
震
の
発

生
か
ら
3
～
5
年
の
間
で
、
本
震
の
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
よ
り
１
ラ
ン
ク
下
の
余
震
・
誘
発
地

震
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
は
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
０
。
1
ラ
ン
ク
下
で
も
８
・

０
で
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
が
６
・
９
で
す
か
ら
、
阪
神
淡
路
大
震
災
よ
り

も
は
る
か
に
大
き
な
余
震
・
誘
発
地
震
が
起
き

る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
気
を
緩
め
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

古
い
こ
と
を
認
識
し

　

未
来
へ
教
訓
を
活
か
し
て
い
く

　

こ
う
し
て
歴
史
の
断
片
を
並
べ
て
み
る
と
、

地
震
が
一
定
の
周
期
で
来
て
い
る
こ
と
が
、
あ

ぶ
り
出
し
の
よ
う
に
見
え
て
き
ま
す
。

　

天
災
を
防
ぐ
こ
と—

—

『
防
災
』
は
難
し
く

て
も
、
天
災
の
被
害
を
減
ら
す
こ
と—

—

『
減

災
』
は
で
き
ま
す
。
時
が
流
れ
れ
ば
、
記
憶
が

薄
れ
て
い
く
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
定
期
的
に
震
災
を
思
い
出

し
た
り
、
語
り
合
う
機
会
を
作
る
こ
と
で
、
少

し
で
も
そ
れ
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
体
験
や
記
憶
を
記
録

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
何
よ
り

重
要
で
す
。

　
『
温
故
知
新
』。
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た

私
た
ち
は
、
こ
の
出
来
事
を
明
日
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

古
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
、
こ
れ
か

ら
の
未
来
に
そ
の
教
訓
を
活
か
し
て
い
く
。
そ

れ
に
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
心
掛
け

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
今
日
こ
こ

で
聞
い
た
話
を
家
族
や
友
達
に
伝
え
る
。『
こ
ん

な
話
を
聞
い
て
き
た
』
と
話
し
て
、
日
常
的
な

話
題
に
し
て
い
く
。
地
道
な
こ
と
で
す
が
、
そ

う
い
っ
た
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
災
害
に
対
す

る
意
識
を
強
く
さ
せ
る
は
ず
で
す
。

　

塩
竈
に
暮
ら
す
市
民
も
参
加
し
て
取
り
組
む

こ
の
震
災
記
録
誌
が
、
後
世
の
人
々
に
語
ら
い

の
機
会
を
生
む
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

木村浩二さん PROFILE
1952年	 塩竈市生まれ
1974年	 東北学院大学	文学部史学科（考古学専攻）卒業
	 福島県教育委員会文化課勤務
1978年	 仙台市教育委員会社会教育課勤務
2004年〜	 地底の森ミュージアム	学芸室長
2009年〜	 仙台市教育委員会文化財課に勤務　現在に至る
現　職	 仙台市教育委員会文化財課	専門員
	 宮城学院女子大学	人間文化学科	非常勤講師
専　門	 東北古代史（日本考古学協会会員・宮城県考古学会会員）
著　書	 「仙台市史　特別編2　考古資料」（古代分）
	 「仙台市史　資料編1　古代中世」（共著）　など

津波到達点を示す石柱（塩竈市西町）

３・
11
の
記
憶
を

写
真
か
ら
呼
び
起
こ
し
、

共
有
、伝
承
す
る

第
２
回

　

３
年
半
が
過
ぎ
て

　

震
災
を
語
り
合
う
と
い
う
意
義

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
第
２
回
目
で
は
、
参
加

者
の
方
が
撮
影
し
た
写
真
を
見
な
が
ら
当
時
の

様
子
を
思
い
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
憶
を
皆
で

語
り
合
い
ま
し
た
。
震
災
か
ら
３
年
半
が
過
ぎ
、

記
憶
は
少
な
か
ら
ず
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、

写
真
を
通
し
て
自
ら
が
経
験
し
た
東
日
本
大
震

災
を
語
り
合
う
こ
と
で
、
皆
の
記
憶
を
共
有
し

合
う
貴
重
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務
め
た
田
中
聡
子
さ

ん
は
塩
竈
市
出
身
。
ご
実
家
は
一
森
山
で
、
現

在
は
仙
台
市
に
住
み
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

大
き
な
揺
れ
を
感
じ
た
瞬
間
、

　

そ
れ
ぞ
れ
の
２
時
46
分

　

は
じ
め
に
仙
台
市
在
住
の
衞
藤
雅
之
さ
ん
か

ら
ご
自
身
が
撮
っ
た
写
真
を
解
説
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
衞
藤
さ
ん
は
塩
竈
に
住
む
同
僚
の

安
否
を
確
認
す
る
た
め
に
、
３
月
16
日
に
仙
台

か
ら
国
道
45
号
を
塩
竈
へ
向
か
い
ま
し
た
。
そ

の
時
初
め
て
津
波
被
害
を
見
て
、
絶
望
感
を
感

じ
た
そ
う
で
す
。
夕
方
に
な
っ
て
よ
う
や
く
同

僚
の
自
宅
に
到
着
。
建
物
の
破
損
に
驚
き
な
が

ら
も
大
声
で
呼
び
掛
け
る
と
、
同
僚
は
中
か
ら

着
の
身
着
の
ま
ま
で
出
て
来
て
、
そ
の
姿
を
見

て
ひ
と
安
心
し
た
、
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

泉
ヶ
岡
に
お
住
ま
い
の
末
永
榮
子
さ
ん
は
、

発
災
時
、
歯
の
治
療
中
で
し
た
。
電
灯
が
点
滅

し
、
机
は
右
に
左
に
動
き
、
危
険
を
感
じ
た
た

め
治
療
台
に
必
死
に
つ
か
ま
り
、
揺
れ
が
収
ま

る
の
を
待
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
家
に
逃
げ
帰

り
、
家
屋
を
確
認
し
て
か
ら
、
近
所
の
一
人
暮

ら
し
の
方
へ
ご
主
人
と
一
緒
に
声
を
掛
け
て
回

り
ま
し
た
。
津
波
が
来
て
い
る
と
は
全
く
知
ら

ず
、水
道
が
止
ま
る
か
ら
、と
バ
ケ
ツ
、ヤ
カ
ン
、

衣
装
ケ
ー
ス
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
入
れ
物

に
水
を
汲
み
置
く
こ
と
を
最
優
先
に
行
動
し
た

そ
う
で
す
。

　

野
田
明
宏
さ
ん
は
写
真
が
趣
味
で
普
段
か
ら

よ
く
撮
影
さ
れ
て
い
る
方
。
震
災
当
時
は
マ
リ

ン
ゲ
ー
ト
に
向
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
大
き
な
揺

れ
を
感
じ
、
直
感
的
に
「
津
波
が
来
る
」
と
感

じ
た
そ
う
で
す
。
す
ぐ
に
帰
宅
し
た
も
の
の
家

族
は
不
在
で
連
絡
が
取
れ
ず
、
町
内
会
で
集
ま

り
情
報
を
受
け
た
り
避
難
を
指
示
さ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

後
楽
町
に
お
住
ま
い
の
土
見
大
介
さ
ん
は
そ

の
日
仕
事
が
早
く
終
わ
っ
た
た
め
、
自
宅
で
昼

食
後
ゆ
っ
く
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
幸

い
自
宅
や
近
所
に
大
き
な
被
害
は
な
く
、
友
人

と
「
大
き
か
っ
た
ね
」
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
連
絡
を

取
り
合
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
雪
が
降
る
中
、
鹽

竈
神
社
に
行
っ
て
初
め
て
津
波
が
来
た
と
聞
き
、

大
変
な
こ
と
が
起
き
た
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

　

高
校
教
師
の
小
川
進
さ
ん
は
直
後
か
ら
カ
メ

ラ
を
手
に
取
り
、
写
真
を
撮
っ
て
回
り
ま
し
た
。

塩
竈
に
来
る
前
は
気
仙
沼
に
15
年
住
ん
で
い
た

こ
と
か
ら
津
波
被
害
が
気
掛
か
り
だ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
一
週
間
後
に
通
行
止
め
が
解
除
さ
れ
、

や
っ
と
行
く
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

　

他
に
も
、「
夜
勤
明
け
で
就
寝
中
地
震
が
起
き

た
が
、
幸
い
家
族
全
員
が
在
宅
だ
っ
た
た
め
安

心
だ
っ
た
」
と
、
ご
夫
婦
で
参
加
さ
れ
た
宍
戸

勇
太
さ
ん
。
小
学
生
の
時
に
チ
リ
地
震
津
波
を

体
験
し
、
津
波
の
恐
ろ
し
さ
を
憶
え
て
い
る
熊

谷
忠
昭
さ
ん
。
写
真
を
見
な
が
ら
状
況
を
聞
く

こ
と
で
、
当
時
の
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、「
そ

う
だ
っ
た
、
あ
の
時
こ
う
思
っ
て
こ
う
行
動
し

た
ん
だ
っ
た
」
な
ど
と
、
薄
れ
か
け
て
い
た
記
憶

を
思
い
出
す
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
な
り
ま
し
た
。

　

未
来
の
塩
竈
に
生
き
る
人
た
ち
に

　

自
分
た
ち
が
伝
え
た
い
こ
と

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
後
半
で
は
、
参
加
者
の

方
が
そ
れ
ぞ
れ
「
未
来
の
塩
竈
に
生
き
る
人
た

ち
に
伝
え
た
い
こ
と
」、
も
し
く
は
、「
今
、
実

行
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
い
こ
と
」、「
今
、
私

に
で
き
る
こ
と
」
を
考
え
、
付
箋
紙
に
自
分
の

思
い
を
書
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
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塩竈市震災記録誌◎ワークショップ

（野田明宏さん／平成23年3月16日撮影）

（土見大介さ
ん／平成23年

3月18日撮影）

1週間後、市営
汽船が動き始

めたので、

物資を持って祖
父のいる寒風

沢島へ行

く途中、桂島で
の写真。離島は

初めは物

資も届かなかっ
た。津波前は、

集落がご

ちゃごちゃして
いる印象があっ

たが、津波

被災を目の当
たりにして、「閑

散としてし

まったな」という
のが第一印象

でした。

（野田明宏さん／平成23年3月17日撮影）

中の島の塩釜郵便局付近。
ガレキがそのまま手付かずの状態で、車
も20日頃まで放置されていました。

（佐藤健太郎さん／
平成23年5月10日撮

影）

釜ヶ渕。島と島の狭
い間から津波が押

し寄せ、堤防を乗り
越えて流れ込み、

200艘の船も、桟橋
も流されてしまった。

（佐藤健太郎さん撮影）

ワカメが終わり次は昆布だ、という時に被災。湾内の瓦礫、砂、航路で航行を妨げるロープなどを、組合員総出で海から揚げ、岸壁で分類しました。

（土見大介さん／平成23年3月14日撮影）

塩釜駅前のヨークベニマル。自宅の周りは大きな被害を受けていなかったが、これを見て初めて、自分自身が被災地にいるんだ、被災者なんだ、ということをあらためて実感しました。

（土見大介さん／平成23年3月
14日撮影）

普段はあまり馴染みのない自衛隊
の車

をあちこちで見かけました。パトカ
ーなど

も異様に多かったのを覚えていま
す。

復旧の車両だけではなく、警備
の車も

多数巡回していました。

マリンゲート塩釜は避難所になり、当初から被災者を受け入れていました。「ゴールデンウィークまでには営業を再開させたい」という気持ちでみんながんばっていました。

マックスバリュに行っ
たときは雪が降って

いました。当時はこの
とおりで買い物で

きる店も少なく、店が
営業しているかどうか

は人が並んでいるか
、並んでいないか

で判断していました。
「営業中」と大きな

紙を貼っていたり、外
にテントを張って営

業しているお店もあり
ました。

（野田明宏さん／平
成23年3月16日撮

影）

（佐藤健太郎さん撮
影）

復旧工事が終わり、
再開した釜の渕漁

港マリーナ。ぜひ皆
さんには、復旧され

た様子を見に来てほ
しいです。

（衞藤雅之さん／平成23年5月
1日撮影）

運転を再開した仙石線に乗り、1
カ月半

ぶりに塩竈へ。まだ道路に船があ
ったり

したものの、街中は結構片付いて
いまし

た。イオンの裏に、津波をかぶっ
たはず

の桜が咲いていたのが印象的で
した。

乾電池がなくて困っていると聞き、全国の知り合いに呼び掛けました。運送会社はストップしていましたが、唯一郵便局はバイクで配達できるものに限っては届いたため、レターパックに入れてもらい全国から約8,000本集めました。それらを整理し、まとめて浦戸諸島に届けました。
（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

（末永榮子さん／平成23年12月撮影）

津波を被って根元から切られた柳
の木。芽が出てきたのを見て、「芽
が出ているな、すごいな」と、新た
に萌えてくる生命力を感じました。

（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

浦戸諸島に渡る船にはまだ規制があり、乗れるのは島民、親族、災害支援者だけでした。
市役所に相談し、物資を届けるため災害支援にしてもらい、乾電池を届けました。

震災から1カ月後、避難所になった
野々島の浦戸中学校の体育館です。
その後、寒風沢島に渡りました。縛り
地蔵は倒れ、東屋も倒壊していました。

（衞藤雅之さん／平成23年3月
16日撮影）

連絡が取れなくなっていた同僚
の自宅付

近。津波の爪痕がまだそのままで
、瓦礫が

散乱する中、ドラム缶で火を起こ
し、暖を

とっていました。

（衞藤雅之さん／平成23年3月
16日撮影）

国道45号、尾島町付近。これが
初めて見

た津波です。

５日経っても冠水したままで、道
路は通行

止め。看板で迂回を呼び掛けてい
ました。

（土見大介さん／平成23年3月
14日撮影）

安否不明の祖父を探すため、市内
の避

難所を回っていました。

マリンゲート塩釜に寄せる避難者
の情報

が欲しかったので向かったにもかか
わらず、

たくさんの物が流れ着き、水に阻
まれて

近寄れなかったときに撮った1枚で
す。
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（野田明宏さん／平成23年3月16日撮影）

（土見大介さ
ん／平成23年

3月18日撮影）

1週間後、市営
汽船が動き始

めたので、

物資を持って祖
父のいる寒風

沢島へ行

く途中、桂島で
の写真。離島は

初めは物

資も届かなかっ
た。津波前は、

集落がご

ちゃごちゃして
いる印象があっ

たが、津波

被災を目の当
たりにして、「閑

散としてし

まったな」という
のが第一印象

でした。

（野田明宏さん／平成23年3月17日撮影）

中の島の塩釜郵便局付近。
ガレキがそのまま手付かずの状態で、車
も20日頃まで放置されていました。

（佐藤健太郎さん／
平成23年5月10日撮

影）

釜ヶ渕。島と島の狭
い間から津波が押

し寄せ、堤防を乗り
越えて流れ込み、

200艘の船も、桟橋
も流されてしまった。

（佐藤健太郎さん撮影）

ワカメが終わり次は昆布だ、という時に被災。湾内の瓦礫、砂、航路で航行を妨げるロープなどを、組合員総出で海から揚げ、岸壁で分類しました。

（土見大介さん／平成23年3月14日撮影）

塩釜駅前のヨークベニマル。自宅の周りは大きな被害を受けていなかったが、これを見て初めて、自分自身が被災地にいるんだ、被災者なんだ、ということをあらためて実感しました。

（土見大介さん／平成23年3月
14日撮影）

普段はあまり馴染みのない自衛隊
の車

をあちこちで見かけました。パトカ
ーなど

も異様に多かったのを覚えていま
す。

復旧の車両だけではなく、警備
の車も

多数巡回していました。

マリンゲート塩釜は避難所になり、当初から被災者を受け入れていました。「ゴールデンウィークまでには営業を再開させたい」という気持ちでみんながんばっていました。

マックスバリュに行っ
たときは雪が降って

いました。当時はこの
とおりで買い物で

きる店も少なく、店が
営業しているかどうか

は人が並んでいるか
、並んでいないか

で判断していました。
「営業中」と大きな

紙を貼っていたり、外
にテントを張って営

業しているお店もあり
ました。

（野田明宏さん／平
成23年3月16日撮

影）

（佐藤健太郎さん撮
影）

復旧工事が終わり、
再開した釜の渕漁

港マリーナ。ぜひ皆
さんには、復旧され

た様子を見に来てほ
しいです。

（衞藤雅之さん／平成23年5月
1日撮影）

運転を再開した仙石線に乗り、1
カ月半

ぶりに塩竈へ。まだ道路に船があ
ったり

したものの、街中は結構片付いて
いまし

た。イオンの裏に、津波をかぶっ
たはず

の桜が咲いていたのが印象的で
した。

乾電池がなくて困っていると聞き、全国の知り合いに呼び掛けました。運送会社はストップしていましたが、唯一郵便局はバイクで配達できるものに限っては届いたため、レターパックに入れてもらい全国から約8,000本集めました。それらを整理し、まとめて浦戸諸島に届けました。
（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

（末永榮子さん／平成23年12月撮影）

津波を被って根元から切られた柳
の木。芽が出てきたのを見て、「芽
が出ているな、すごいな」と、新た
に萌えてくる生命力を感じました。

（小川進さん／平成23年4月10日撮影）

浦戸諸島に渡る船にはまだ規制があり、乗れるのは島民、親族、災害支援者だけでした。
市役所に相談し、物資を届けるため災害支援にしてもらい、乾電池を届けました。

震災から1カ月後、避難所になった
野々島の浦戸中学校の体育館です。
その後、寒風沢島に渡りました。縛り
地蔵は倒れ、東屋も倒壊していました。

（衞藤雅之さん／平成23年3月
16日撮影）

連絡が取れなくなっていた同僚
の自宅付

近。津波の爪痕がまだそのままで
、瓦礫が

散乱する中、ドラム缶で火を起こ
し、暖を

とっていました。

（衞藤雅之さん／平成23年3月
16日撮影）

国道45号、尾島町付近。これが
初めて見

た津波です。

５日経っても冠水したままで、道
路は通行

止め。看板で迂回を呼び掛けてい
ました。

（土見大介さん／平成23年3月
14日撮影）

安否不明の祖父を探すため、市内
の避

難所を回っていました。

マリンゲート塩釜に寄せる避難者
の情報

が欲しかったので向かったにもかか
わらず、

たくさんの物が流れ着き、水に阻
まれて

近寄れなかったときに撮った1枚で
す。
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話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
復
旧
す
る
前
は
ど
ん
な
生

活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
家
族
で
は
何
を

話
し
合
っ
た
の
か
、
今
ど
ん
な
備
え
を
し
て
い

る
の
か
…
。
非
日
常
が
日
常
と
な
っ
た
時
の「
震

災
後
の
生
活
ぶ
り
」
は
、
映
像
や
写
真
だ
け
で

は
伝
わ
り
き
れ
ず
、
体
験
者
の
思
い
が
加
わ
る

こ
と
で
よ
り
理
解
さ
れ
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
よ
う
に
、
そ
れ

ら
の
震
災
体
験
と
し
て
語
ら
れ
た
話
は
、
将
来

き
っ
と
役
に
立
つ
資
料
に
な
る
は
ず
で
す
。
東

日
本
大
震
災
か
ら
３
年
半
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

当
時
の
様
子
を
語
り
合
う
こ
と
、
そ
し
て
記
憶

の
共
有
化
を
す
る
こ
と
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り

が
震
災
を
伝
え
て
行
く
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ

れ
が
塩
竈
と
い
う
ま
ち
の
将
来
を
描
い
て
い
く

き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
震
災
を
語
る
の
は
「
今
さ
ら
」
な

の
で
は
な
く
、「
今
か
ら
」
だ
と
い
う
こ
と
を
実

感
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
な
り
ま
し
た
。

第
3
回

　

震
災
当
時
の
写
真
と
見
比
べ

　

街
な
か
の
変
化
を
見
る

　

第
3
回
目
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
は

“
３
・
11
の
イ
マ
を
訪
ね
歩
き
ま
し
ょ
う
”。「
大

学
で
地
域
構
想
を
学
び
た
い
」
と
い
う
高
校
生
、

塩
竈
市
内
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
20
代

の
女
性
、
塩
竈
で
生
ま
れ
育
ち
、
海
苔
の
養
殖

に
携
わ
っ
て
き
た
80
代
の
男
性
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
世
代
の
方
々
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
胸

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
前
半
は
、
ま
ち
歩
き
を

し
な
が
ら
震
災
直
後
と
比
べ
変
化
し
て
い
る
様

子
を
自
身
の
目
で
見
て
、
震
災
直
後
に
撮
ら
れ

た
写
真
と
同
ア
ン
グ
ル
で
写
真
を
撮
っ
て
「
定

点
観
測
」
を
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い

ま
し
た
。

　
「
定
点
観
測
」
は
壱
番
館
を
出
発
し
、
Ｊ
Ｒ
仙

石
線
本
塩
釜
駅
や
「
佐
浦
酒
造
店
」
前
、
マ
リ

ン
ゲ
ー
ト
塩
釜
前
な
ど
６
カ
所
を
巡
り
ま
し
た
。

撮
影
ポ
イ
ン
ト
に
到
着
す
る
と
当
時
を
思
い
出

す
こ
と
も
多
く
、
参
加
者
の
方
々
は
撮
影
し
な

が
ら
も
震
災
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
口
々
に
語

り
合
い
ま
し
た
。

復
興
の
歩
み
を

知
る
、感
じ
る

　

参
加
者
の
方
か
ら
は
「
揺
れ
が
3
分
弱
も
続

き
、
こ
ん
な
に
長
い
地
震
は
初
め
て
だ
」
と
い

う
方
や
、「
建
物
が
横
に
動
き
、
倒
れ
る
か
と

思
っ
た
」
と
い
っ
た
体
験
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

津
波
に
関
し
て
は
「
津
波
が
来
て
も
、『
堤
防
を

少
し
乗
り
越
え
る
程
度
か
な
』
と
思
っ
て
い
た
」

と
い
う
方
が
い
る
一
方
、「
マ
リ
ン
ゲ
ー
ト
塩
釜

に
向
か
っ
て
い
た
が
直
感
的
に
『
津
波
が
来
る
』

と
感
じ
て
引
き
返
し
た
。
チ
リ
地
震
津
波
の
時

の
光
景
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
」
と
真
っ
先
に
危
機

感
を
覚
え
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

塩
竈
市
は
、
港
を
中
心
に
発
達
し
た
歴
史
あ

る
市
街
地
と
、
山
を
切
り
開
い
て
作
ら
れ
た
新

興
住
宅
地
か
ら
な
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
で

は
、
岩
盤
を
造
成
し
た
山
側
で
は
地
震
の
揺
れ

が
比
較
的
小
さ
く
、
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
市
街
地
を
含
む
海
岸
部
で
は
、
揺
れ
が
大

き
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
同
じ
塩
竈
市
内
で
揺

れ
の
感
覚
に
差
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に

原
因
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

市
民
一
人
ひ
と
り
が
伝
え

　

震
災
の
教
訓
を
共
有
化
す
る

　

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
は 

“
３
・

11
の
記
憶
を
写
真
か
ら
呼
び
起
こ
し
、
共
有
、

伝
承
す
る
”
参
加
者
ご
自
身
が
撮
っ
た
震
災
時

の
記
録
写
真
を
ご
持
参
い
た
だ
き
、
そ
の
写
真

を
元
に
ど
う
い
う
状
況
で
写
真
を
撮
っ
た
の
か
、

ま
た
そ
の
時
は
ど
う
い
う
生
活
だ
っ
た
の
か
を

本塩釜駅付近（村上ゆかりさん／平成23年3月18日撮影）

（平成26年7月現在）

発災から一週間後、壱番館のすぐ近くで店頭にテーブルを出して営
業する八百屋さん。並ぶ人々は長靴を履いており、塩竈の街なかが
海水や泥に覆われていることがうかがえます。ご自身も被災しながら、
食料品を売ってくれるお店は大変有り難かったと思った市民も多か
ったのではないでしょうか。今では、津波の痕跡もありません。

　

歩
い
て
見
え
て
き
た
も
の
、

　

将
来
へ
の
思
い

　

こ
の
日
は
真
夏
日
。
炎
天
下
を
1
時
間
歩
き

回
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
後
、
再
び
壱
番
館

に
戻
り
、
実
際
に
歩
い
て
み
て
の
感
想
や
、
以

前
の
塩
竈
よ
り
も
よ
い
ま
ち
に
な
る
た
め
に
何

が
必
要
な
の
か
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
目
で
見
て

肌
で
感
じ
た
意
見
を
自
由
に
語
り
合
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

塩竈市本町（笠原真里子さん／平成23年3月14日撮影）

（平成26年7月現在）

3月14日に撮影された塩竈市本町の「佐浦酒造店」界隈で、ワーク
ショップ参加者が撮影した写真。海岸への道路が通行できず、車
両が手前で迂回していることが、路上に残るタイヤの跡からも分か
ります。今歩いてみると、ここまで津波が来たという跡はほとんど見
つけることができませんでした。
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記
憶
を
記
録
し
、

　

震
災
を
後
世
に
残
す
た
め
に

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
、
「
ア
ー
ケ
ー
ド
や

建
物
が
無
く
な
る
と
街
の
印
象
が
が
ら
り
と
変

わ
る
。
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
元
々
そ
こ
に

何
が
あ
っ
た
の
か
が
思
い
出
せ
な
い
」
と
い
う

参
加
者
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。
意
識
を
し
て
い

な
い
と
記
憶
は
上
書
き
さ
れ
て
し
ま
い
、
日
々

の
記
憶
は
残
り
に
く
い
の
で
す
。

　

記
憶
を
記
録
す
る
、
震
災
を
後
世
に
残
す
。

そ
の
た
め
に
は
私
た
ち
市
民
は
何
を
す
べ
き
な

の
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
、
大
切
な
気
付
き
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

3
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
し
、
古
地
図

や
書
物
、
地
層
か
ら
分
か
る
塩
竈
の
歴
史
を
知

り
、
そ
し
て
未
曽
有
の
大
震
災
を
体
験
し
た
私

た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、
語
り
合
い
、
そ
の
想
い
を

後
世
に
教
訓
と
し
て
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
思
い
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。

　

日
々
変
わ
り
ゆ
く
ま
ち
と
人
。
東
日
本
大
震

災
は
ま
だ
終
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
進

行
形
で
す
。
塩
竈
の
長
い
歴
史
の
一
コ
マ
と
し

て
今
回
の
震
災
は
記
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
し

ょ
う
。
塩
竈
と
い
う
ま
ち
と
震
災
を
記
録
し
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
塩
竈
市
民
。
開
催
さ

れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
そ
の
き
っ
か
け
に
な

る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

JR仙石線本塩釜駅前（平間眞一さん／平成23年3月14日撮影）

（平成26年7月現在）

JR仙石線本塩釜駅を背に撮影された駅前の様子です。被災車両
が路上にそのまま残され手つかずの様子が分かります。その後、駅
前にあった白い建物は解体されました。「ビルが解体された時は、と
ても違和感を覚えたのに、だんだん風景が見慣れてしまうと分からな
くなる」と語る参加者も。

海岸通（津川登昭さん／平成23年3月12日撮影）

（平成26年7月現在）

震災翌日の塩竈一番の繁華街、海岸通の様子です。道路は黒い
泥に覆われ、中央部で自転車を引く人物が写っています。周辺は汚
泥が残り異臭も立ち込めていました。現在では、アーケードは撤去さ
れ、多くの商店も解体され更地に変わっていました。
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