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み
ん
な
で
考
え
る
未
来

ど
の
よ
う
な
町
に
復
興
、
再
生
し
て
い
く

の
か
…
。
町
民
み
ん
な
で
未
来
を
考
え
た
。
ま

ち
づ
く
り
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
は
、
商
工

業
や
水
産
関
係
で
働
く
者
、
各
団
体
の
有
志
、

そ
し
て
若
者
や
高
齢
者
な
ど
女
川
町
に
関
わ

る
人
た
ち
が
参
集
し
議
論
を
重
ね
た
。
他
の

先
進
的
ま
ち
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
る
町
に

も
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
経

験
し
た
町
に
も
話
を
聞
い
た
。

女
川
は
海
な
し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
海

あ
っ
て
の
女
川
で
あ
る
。
水
産
業
が
こ
の
町

の
基
幹
産
業
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

海
と
共
に
生
き
る
。
み
ん
な
が
同
じ
方
向
を

向
き
動
き
出
し
た
。

感
謝
の
気
持
ち
を
ま
ち
づ
く
り
に

女
川
町
観
光
協
会
事
務
局
長
の
遠
藤
さ
ん

が
語
っ
て
く
れ
た
。「
今
ま
で
支
援
の
手
を

差
し
伸
べ
て
く
だ
さ
っ
た
全
国
の
皆
さ
ま
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
と
町
の
P
R
を
兼
ね
、

女
川
の
水
産
加
工
品
な
ど
の
紹
介
と
販
売
を

全
国
で
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

観
光
協
会
自
体
が
旅
行
業
に
乗
り
出
し
、
水

産
業
体
験
ツ
ア
ー
、
ダ
イ
ビ
ン
グ
、
湾
内
遊

覧
な
ど
を
企
画
提
供
し
て
い
き
た
い
。
女
川

の
資
源
を
活
用
し
た
教
育
ツ
ア
ー
に
も
力
を

入
れ
て
い
き
た
い
。
女
川
を
応
援
し
て
く
れ

た
方
々
に
『
女
川
に
関
わ
っ
て
き
て
良
か
っ

た
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
そ
ん

な
町
に
し
て
い
く
。
こ
れ
が
皆
さ
ん
へ
の
恩

返
し
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
町
を
子
ど
も
た

ち
へ
つ
な
い
で
い
き
た
い
」

被災した女川町役場。津波は3階部を呑み込み屋上にも迫った。当
時在所した方や近所の方たちは、屋上のさらに上、塔屋部に避難し
何とか難を逃れたという。（写真提供：女川町）

湾岸部は水産業を営む魚市場・水産加工場が立地するエリア
とし、海と水産業をつなげる。一段高く盛土（L1津波クラスま
での防潮堤としての機能も兼ねる）して整備するエリアには国
道、駅、商店、銀行、病院、事務所などを集中立地させ、人々
の生活活動などのエリアとし、にぎわいの創出と人々をつなげ
る。居住地は山を切り盛りするなどさらなる高地を整備し（L2
津波に対応）、安心して居住できるエリアを確保し命を守る。
魚市場・水産加工場エリアと商業業務エリアは災害危険区域。
東日本大震災クラスの津波には対応できないが、そのときは
高台へ「逃げる」。（左資料提供：女川町）

写真上は住宅地高台造成の様子。下は女川町地方卸売市場建
設の様子。

SHOP 国道398号
標高5.4m

標高1.9m
（原形復旧）

津波防波堤

町中心部の復興市街地整備の方針（土地利用計画）

Residential Area
(developed hill)

Residential Area
(elevated ground)

居住地 居住地
Business and Commercial Area

商業業務エリア
Fishing Port, Seafood Factory

魚市場・水産加工場

災害危険区域
Disaster Hazard Area (residence is restricted)

今回と同程度の
津波高さ

Level 2 Tsunami

明治三陸津波と
同程度の津波高さ

Level 1 Tsunami
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東
北
新
幹
線
仙
台
駅
か
ら
在
来
線
に
乗
り

換
え
2
時
間
余
り
。
J
R
石
巻
線
の
終
着

駅
「
女
川
」。
駅
舎
を
出
る
と
目
の
前
に
は

広
く
真
新
し
い
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
が
真
っ
す
ぐ

女
川
湾
へ
延
び
る
。
潮
風
が
心
地
よ
い
。

宮
城
県
牡お
し
か鹿
半
島
の
基
部
に
位
置
す
る
港

町
・
女
川
に
も
平
成
23
年
の
あ
の
日
、
巨
大

津
波
が
押
し
寄
せ
た
。
も
と
も
と
町
の
84
％

が
山
林
で
あ
る
女
川
町
の
人
々
は
、
湾
岸
の

わ
ず
か
な
平
地
や
山
間
地
に
肩
を
寄
せ
合
う

よ
う
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
津
波
は
こ
こ
に

も
容
赦
な
く
駆
け
上
が
っ
た
。
死
者
・
行
方

不
明
者
8
2
7
名
（
人
口
の
8
・
26
％
）、

建
物
全
壊
率
66
％
、
被
災
率
85
％
と
甚
大
な

被
害
を
受
け
た
。
巨
大
津
波
は
女
川
町
の

人
々
の
何
も
か
も
を
奪
い
去
っ
た
。

「
復ふ
っ

幸こ
う

」の
願
い

被
災
か
ら
2
カ
月
。何
も
な
い
女
川
に「
復

幸
市
」
が
立
っ
た
。
現
在
、
復
幸
ま
ち
づ
く

り
女
川
合
同
会
社
代
表
を
務
め
る
阿
部
さ
ん

は
語
る
。「
全
国
の
皆
さ
ま
か
ら
た
く
さ
ん

の
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
と
て
も
あ
り
が
た

か
っ
た
。
で
も
、
い
た
だ
い
て
い
る
だ
け

だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
少
し
で
も
い
い
か
ら
、

自
分
た
ち
で
売
る
、
買
う
と
い
う
日
常
を
再

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
か
っ
た
。“
復
幸
〟
と
は

文
字
通
り
、
幸
が
復
す
る
こ
と
。
こ
れ
か
ら

道
路
や
工
場
、
住
宅
を
復
興
さ
せ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
は
ダ
メ
。

こ
こ
に
生
き
る
人
々
の
気
持
ち
が
再
び
“
幸

せ
だ
な
あ
〟
と
感
じ
ら
れ
て
こ
そ
“
フ
ッ
コ

ウ
〟と
言
え
る
。そ
ん
な
願
い
を
込
め
ま
し
た
」

つ
な
げ
る
思
い

ゆぽっぽ・JR女川駅から海まで続くプロムナードの真正面、女川の海に昇る平成28年の初日の出（写真提供：吉田雅氏）

年に一度の「復幸祭」の様子。福男で有名な兵庫県西宮神社
で毎年開始の合図「開門」と叫ぶ平尾さんと福男が町を訪れ
てくれる。平尾さんの「逃げろ」の叫びを合図に参加者が一斉
に高台へと走る。（写真提供：女川町）
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あ
の
悲
し
み
は
忘
れ
な
い

こ
の
取
材
中
、一
番
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と

は
、
お
話
を
伺
う
全
て
の
方
が
異
口
同
音
に

“
つ
な
げ
る
〟
と
い
う
言
葉
を
語
る
こ
と
。
そ

し
て
、
女
川
町
出
身
者
も
そ
う
で
な
い
方
も
、

み
ん
な
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
懸
命
に
行
動

し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
女
川
町
役

場
産
業
振
興
課
の
土
井
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
。

「
私
た
ち
は
、
あ
の
悲
し
み
を
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
決
し
て
忘
れ
な
い
。
全
て
を

失
っ
た
か
ら
こ
そ
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

や
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
誰
も
が

共
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

＊
＊
＊

女
川
町
の
本
格
的
フ
ッ
コ
ウ
は
、
ま
だ
ま

だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
の
が
現
実
。
し
か
し
、

こ
の
町
に
は
何
か
を
感
じ
る
。
こ
こ
に
生
き

る
人
々
の
底
知
れ
ぬ
パ
ワ
ー
な
の
か
、
人
が

も
と
も
と
持
つ
優
し
さ
な
の
か
。

昨
日
は
終
着
駅
だ
っ
た
女
川
駅
。
今
日
は

始
発
駅
。
鉄
路
は
こ
こ
か
ら
全
国
へ
つ
な

が
っ
て
い
る
。

女川水産業体験館「あがいんステーション」
旧JR女川駅の外観を復元。「あがいん おながわ」のブランド名（商品に金色のシールを貼り付け）のもと、女川の
水産加工品を販売。ネット販売なども手がける。その他、水産加工体験などいろいろなコンテンツも用意されている。

「あがいん おながわ」とは英語の「again（再び）」と女川方言「あがいん（召し上がれ）」を掛け合わせ、「再び笑
顔あふれる街にすること」「女川の美味しい物を食べて欲しい」という思いが込められている。

顔写真（右上から時計回り）復
幸まちづくり女川合同会社：阿
部さん、女川町観光協会：遠藤
さん、ゆぽっぽ：吉田さん、女
川みらい創造株式会社：近江
さん、 女川町役場：土井さん

上文：地元小学生の詩の一節。
女川町地域医療センターの建
つ高台に横断幕が掲げられて
いる。

女川は流されたのではない。 新しい女川に生まれ変わるんだ。

全国の
皆さん

女川町の
皆さん

22

こ
の
町
で
働
き
た
い

J
R
女
川
駅
舎
に
は
「
ゆ
ぽ
っ
ぽ
」
が
あ

る
。
天
然
温
泉
で
観
光
客
や
地
元
の
方
た
ち

の
憩
い
の
場
だ
。
支
配
人
の
吉
田
さ
ん
は
昨

年
3
月
に
そ
れ
ま
で
の
職
を
辞
し
て
女
川
町

へ
や
っ
て
来
た
。「
震
災
後
、
各
地
の
被
災
地

へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
入
っ
た
が
、
次
第
に

被
災
地
で
自
分
の
経
験
を
生
か
し
た
仕
事
に

就
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
女
川
町

の
方
々
と
は
垣
根
な
く
付
き
合
え
る
。
こ
の

町
に
関
わ
っ
て
生
き
て
い
け
る
こ
と
は
、
自

分
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
一
番
価
値
あ
る
こ

と
だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
も
お
父

さ
ん
ら
し
い
と
応
援
し
て
く
れ
て
い
ま
す
よ
」

具
体
的
な
形
を
次
世
代
へ
つ
な
ぐ

昨
年
12
月
23
日
、
ゆ
ぽ
っ
ぽ
・
J
R
女
川

駅
前
か
ら
女
川
湾
へ
と
通
じ
る
一
帯
に
商
業

エ
リ
ア
「
シ
ー
パ
ル
ピ
ア
女
川
」
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
こ
の
シ
ー
パ
ル
ピ
ア
女
川
は
、
女

川
み
ら
い
創
造
株
式
会
社
に
よ
り
運
営
さ
れ

て
い
る
。
専
務
の
近
江
さ
ん
が
教
え
て
く
れ

た
。「
震
災
に
よ
り
全
て
を
失
っ
た
女
川
が

再
生
し
、
ま
た
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の

時
代
に
あ
っ
て
も
持
続
可
能
な
町
と
し
て
生

き
残
る
に
は
、
役
所
だ
け
、
民
間
だ
け
で
考

え
て
い
て
も
ダ
メ
。
全
て
の
関
係
者
の
知
恵

を
結
集
し
な
け
れ
ば
。
こ
の
会
社
は
公
民
連

携
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
会
社
で
す
。
地
域
貢

献
、
活
性
化
を
自
分
の
生
き
様
に
し
て
10
年

目
、あ
ら
た
め
て
こ
の
場
所
で
の
活
動
に
し
っ

か
り
と
取
り
組
ん
で
い
く
覚
悟
で
す
。
女
川

が
持
つ
海
、
空
、
自
然
、
景
観
と
い
っ
た
人

間
に
は
つ
く
れ
な
い
も
の
を
軸
に
、
人
間
が

創
造
で
き
る
も
の
を
添
え
て
、
次
世
代
の
方

た
ち
に
新
し
い
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り

の
仕
組
み
を
具
体
的
な
形
で
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
今
の
目
標
で
あ
り
、
夢
で
す
」

女
川
ブ
ラ
ン
ド
を
全
国
へ
つ
な
ぐ

女
川
ブ
ラ
ン
ド
も
育
ち
つ
つ
あ
る
。
女
川
町

で
水
揚
げ
さ
れ
た
原
材
料
を
使
用
、
あ
る
い

は
女
川
町
内
で
製
造
さ
れ
た
商
品
を
条
件
に
、

味
は
も
ち
ろ
ん
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
、
価
格
の
バ
ラ

ン
ス
を
県
内
外
の
食
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
審

査
。
基
準
に
合
格
し
た
商
品
が
「
あ
が
い
ん 

お
な
が
わ
」
の
ブ
ラ
ン
ド
名
を
冠
し
て
販
売
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
を
手
が
け
る
復
幸
ま
ち

づ
く
り
女
川
合
同
会
社
の
阿
部
さ
ん
が
語
る
。

「
震
災
前
の
女
川
は
、
現
状
維
持
だ
け
で
は
、

い
ず
れ
衰
退
す
る
町
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
震

災
は
確
か
に
不
幸
な
出
来
事
で
し
た
が
、
み

ん
な
で
立
ち
上
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を

生
み
出
し
た
。
こ
の
会
社
も
ま
だ
動
き
出
し

た
ば
か
り
で
す
が
、
運
営
方
法
な
ど
を
さ
ら
に

工
夫
し
て
事
業
が
自
走
で
き
る
よ
う
に
す
る
の

が
今
の
目
標
で
す
。“
稼
ぐ
ま
ち
づ
く
り
〟
で

す
。
全
国
の
皆
さ
ま
に
は
ぜ
ひ
、
女
川
に
遊
び

に
来
て
く
だ
さ
い
と
言
い
た
い
で
す
。
実
際
に

見
て
く
だ
さ
い
。
体
験
し
て
く
だ
さ
い
。
文
字

や
写
真
だ
け
で
は
伝
え
き
れ
な
い
、
さ
ま
ざ
ま

な
何
か
が
女
川
に
は
あ
り
ま
す
。
遊
び
な
が

ら
学
べ
る
町
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
な
た

の
価
値
観
さ
え
変
え
て
し
ま
う
か
も
。
女
川
の

人
た
ち
と
ぜ
ひ
話
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
」

ゆぽっぽ・JR女川駅
女川町の玄関口。女川町復興の象徴となってきた。世界的建築家の坂茂さんの設計。海に向かって飛び立つ女川
町の鳥「ウミネコ」をイメージした屋根が印象的。館内には、日本画家千住博さんの絵と公募で集まった900点余
りの花の絵を合わせた巨大なタイルアート「家族樹」なども見ることができる。

夜のシーパルピア女川とゆぽっぽ・JR女川駅

女川町まちなか交流館
プロムナード沿いにある町民や来町者が気軽に立ち寄れる“まちなか”の交流拠点。ホー
ル、会議室、音楽スタジオ、調理室、キッズコーナーなどで構成されている。

（写真提供：女川町）



あ
の
悲
し
み
は
忘
れ
な
い

こ
の
取
材
中
、一
番
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と

は
、
お
話
を
伺
う
全
て
の
方
が
異
口
同
音
に

“
つ
な
げ
る
〟
と
い
う
言
葉
を
語
る
こ
と
。
そ

し
て
、
女
川
町
出
身
者
も
そ
う
で
な
い
方
も
、

み
ん
な
が
同
じ
方
向
を
向
い
て
懸
命
に
行
動

し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。
女
川
町
役

場
産
業
振
興
課
の
土
井
さ
ん
に
尋
ね
て
み
た
。

「
私
た
ち
は
、
あ
の
悲
し
み
を
忘
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
決
し
て
忘
れ
な
い
。
全
て
を

失
っ
た
か
ら
こ
そ
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

や
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
誰
も
が

共
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

＊
＊
＊

女
川
町
の
本
格
的
フ
ッ
コ
ウ
は
、
ま
だ
ま

だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
の
が
現
実
。
し
か
し
、

こ
の
町
に
は
何
か
を
感
じ
る
。
こ
こ
に
生
き

る
人
々
の
底
知
れ
ぬ
パ
ワ
ー
な
の
か
、
人
が

も
と
も
と
持
つ
優
し
さ
な
の
か
。

昨
日
は
終
着
駅
だ
っ
た
女
川
駅
。
今
日
は

始
発
駅
。
鉄
路
は
こ
こ
か
ら
全
国
へ
つ
な

が
っ
て
い
る
。

女川水産業体験館「あがいんステーション」
旧JR女川駅の外観を復元。「あがいん おながわ」のブランド名（商品に金色のシールを貼り付け）のもと、女川の
水産加工品を販売。ネット販売なども手がける。その他、水産加工体験などいろいろなコンテンツも用意されている。

「あがいん おながわ」とは英語の「again（再び）」と女川方言「あがいん（召し上がれ）」を掛け合わせ、「再び笑
顔あふれる街にすること」「女川の美味しい物を食べて欲しい」という思いが込められている。

顔写真（右上から時計回り）復
幸まちづくり女川合同会社：阿
部さん、女川町観光協会：遠藤
さん、ゆぽっぽ：吉田さん、女
川みらい創造株式会社：近江
さん、 女川町役場：土井さん

上文：地元小学生の詩の一節。
女川町地域医療センターの建
つ高台に横断幕が掲げられて
いる。

女川は流されたのではない。 新しい女川に生まれ変わるんだ。

全国の
皆さん

女川町の
皆さん




