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宮
城
県
石
巻
市漁

師
が
立
ち
上
げ
た
一
口
災
害
支
援
基
金
╱
宮
城
県
石
巻
市
田
代
島 

震
災
で
被
害
を
受
け
た「
猫
島
」を
救
え
！

全
国
か
ら
の
支
援
で
島
の
復
興
と
世
代
継
承
に
道
筋

　

宮
城
県
石
巻
市
の
沖
合
に
浮
か
ぶ
田
代
島
は
、
過
疎
化
と

高
齢
化
の
進
む
小
さ
な
離
島
だ
。
５
年
ほ
ど
前
か
ら
メ
デ
ィ

ア
で「
猫
の
島
」と
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
来
訪
者
が
増
え
始
め
、

観
光
の
新
た
な
目
玉
に
し
よ
う
と
画
策
中
だ
っ
た
。
そ
ん
な

矢
先
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
。
６
年
前
に
脱
サ
ラ
し
て

田
代
島
に
移
住
し
、
漁
師
と
な
っ
た
中
小
路
昇
さ
ん
が
被
害

状
況
を
説
明
す
る
。

　
「
漁
具
の
大
半
や
沿
岸
の
牡
蠣
棚
は
津
波
で
全
て
流
さ
れ
、

漁
船
の
４
割
が
海
の
藻
屑
に
。
港
の
業
務
用
冷
蔵
庫
や
冷
凍
庫

も
全
壊
し
ま
し
た
」

　

と
り
わ
け
費
用
の
か
か
る
牡
蠣
養
殖
の
再
開
は
絶
望
的
だ
っ

た
。
被
災
前
か
ら
養
殖
の
後
継
者
と
な
る
た
め
ベ
テ
ラ
ン
漁
師

に
つ
い
て
修
行
中
だ
っ
た
中
小
路
さ
ん
の
落
胆
は
大
き
か
っ
た
。

　
「
も
う
廃
業
し
か
な
い
、
と
あ
き
ら
め
か
け
て
い
ま
し
た
」

　

そ
ん
な
折
、
被
害
を
受
け
た
三
陸
地
方
の
牡
蠣
養
殖
を
支
援

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
の
を
知
っ
た
。
オ
ー
ナ
ー
を
募
り
、

集
ま
っ
た
資
金
を
復
興
に
充
て
る
趣
旨
だ
。
中
小
路
さ
ん
は
じ

め
島
の
漁
師
や
民
宿
経
営
者
ら
、
若
手
を
中
心
と
し
た
有
志
が

集
ま
っ
て
参
加
を
検
討
し
た
。

倫
理
的
消
費
―
持
続
可
能
な
社
会
へ
の
ア
ク
シ
ョ
ン   

│
活
動
事
例
か
ら

地元のベテラン漁師を手伝う中小路さん。田代島では高齢者以外の、
漁業権を有する漁師は数名に過ぎないという。それだけに中小路さんの
ような脱サラ組や跡継ぎで移住してきた若手への期待は大きい

田代島には仁斗田と大
泊の２つの漁港と集落が
あり、こちらは仁斗田港。
東日本大震災で岸壁が
沈下したため、石巻港か
らの定期船は現在こちら
のみに入港している

島民によると、約80匹
の猫が震災から生き延
びた。島民数は現在70
名未満という。以前から
島民より猫の数が上回っ
ていることから「猫島」と
呼ばれるようになった
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「
話
し
合
っ
た
結
果
、
田
代
島
は
牡
蠣
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

猫
も
特
有
の
資
源
な
の
で
、
こ
れ
ら
を
生
か
し
た
復
興
を
独
自

に
始
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
」

　

こ
う
し
て
２
０
１
１
年
６
月
、「
に
ゃ
ん
こ
・
ザ
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」が
立
ち
上
が
っ
た
。
支
援
基
金
と
し
て
一
口
１
万
円
の

オ
ー
ナ
ー
を
募
り
、
４
〜
５
年
後
に
牡
蠣
が
成
長
し
た
あ
か
つ

き
に
は
口
数
に
応
じ
て
直
送
す
る
。
合
わ
せ
て
専
用
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
開
設
し
出
資
者
に
携
帯
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
の
猫

グ
ッ
ズ
も
送
っ
て
い
る
と
い
う
。
基
金
の
目
標
額
は
、
島
と
牡

蠣
の
復
興
、
観
光
の
目
玉
で
あ
る
猫
の
環
境
改
善
を
見
積
も
っ

て
１
万
５
千
口
と
し
た
。

　

あ
の『
猫
島
』が
大
変
だ
│
│
雑
誌
や
ネ
ッ
ト
で
紹
介
さ
れ

た
こ
と
で
、
島
民
と
猫
を
気
遣
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、
猫

へ
の
支
援
物
資
や
医
薬
品
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
愛
猫

家
に
よ
る
支
援
イ
ベ
ン
ト
の
後
押
し
も
あ
っ
て
、
当
初
は
目

標
に
達
す
る
ま
で
３
年
を
予
想
し
て
い
た
が
、
結
果
は
わ
ず

か
３
ヵ
月
で
達
成
。
関
係
者
の
誰
も
が
感
激
す
る
な
か
、
中
小

路
さ
ん
は
島
の
復
興
の
担
い
手
と
し
て
の
責
任
を
痛
感
し
た

と
い
う
。

　
「
あ
ま
り
に
早
く
目
標
金
額
に
達
し
て
か
え
っ
て
混
乱
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
外
部
の
監
査
役
を
入
れ

て
支
援
金
の
会
計
報
告
を
行
い
、
島
民
と
話
し
合
っ
て
1
円

た
り
と
も
無
駄
に
せ
ず
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」

　

30
数
台
あ
っ
た
牡
蠣
の
養
殖
棚
は
よ
う
や
く
4
台
が
復
旧

し
た
ば
か
り
。
牡
蠣
が
出
荷
で
き
る
ま
で
あ
と
４
〜
５
年
は

か
か
る
と
い
う
。
島
内
の
本
格
的
な
整
備
も
ま
だ
こ
れ
か
ら
。

公
衆
ト
イ
レ
も
使
用
で
き
な
い
現
状
だ
。

　

被
災
を
き
っ
か
け
に「
島
の
た
め
と
は
何
か
を
真
剣
に
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
」と
話
す
中
小
路
さ
ん
。
島
の
復
興
を
担
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
文
責
・Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
）

　

「任意団体  田代島にゃんこ・ザ・プロジェクト」
                                       問い合わせ先 中小路昇さん、1968年生まれ。2005年

に脱サラで神奈川県から田代島に移住。
ベテラン漁師に2年間弟子入りして独立。
現在も島の牡蠣養殖業を引き継ぐため勉強
中。東日本大震災では舟が津波にのまれる
も隣島までたどり着き、奇跡の生還を果たす

島のほぼ中央、２つの集落、二斗田と大泊を結ぶ道路沿
いにある「猫神社」。島では猫が大漁を招く縁起のいい生
き物として大切にされてきた。祠前には多くの供え物が並べ
られ、観光スポットとしての人気の高さがうかがえた

早朝、仁斗田港に刺し網の小舟が着くと元気に駆け寄ってくる
「おこぼれ待ち」の猫たち。島内では犬は猫の天敵とみなされており、
犬の持ち込みは原則禁止だという

田代島が「猫島」
として注目された
のは近年のこと。
2006年頃から猫
目当ての観光客が
急増した。いまや
島の猫たちは、田
代島が描く復興ビ
ジョンのシンボル
的存在でもある

中小路さんはじめプロジェクト
のメンバーたちがデザインした
復興田代島Tシャツ。売上の
一部は、猫の餌購入や観光
設備修繕費などの「猫基金」
として使われるという。手作り
の猫ポーチ・猫ストラップは一
口基金への出資者に送られる


