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3．石巻市の復興に向けて

3-1　地域類型

3-2　復興プロジェクト

　甚大な被害を受けた石巻市だが、復興に向けては地域社会の文脈を十分に検討した上で、これからの地域社会のあり方を構想し

ていくことが問われるだろう。ここでは、これからの石巻市のあり方に関する議論が広くかつ多様な方向に開かれていくために、

震災前から取り組まれているまちづくりプロジェクトを含め、現在復興計画として提起されているいくつかのプロジェクトの内容

とその地域的文脈をまとめる。

　復興計画という文脈で石巻市が語られる際には、市街地のみが想定されがちで

ある。しかし先にみたように、石巻市全体は地理的にも地域の歴史的にも多様性

を内包しており、震災の被害のあり方も各地域や地区ごとに様々である。したがっ

て復興計画に際しても、異なる特性をもつ地域や地区に対応するような計画が提

起され議論されなければならないだろう。

　例えば、「都市計画のゾーニング」、「合併前の旧市町村区分」、「被害と復興の

エリア設定」という 3つの基準を重ね合わせたうえで、次のような復興のための

地域類型を考えてみた。ここであげた地域類型に関する種々の議論はあると思う。

しかし石巻市の現状に即した復旧・復興を考えていくうえで、こうした復興のた

めの地域類型を確認しておくことは重要であろう。

1) 　マリンバイオマス構想
　石巻市長亀山紘氏は「未来都市いしのまきの記法方針」の 1つに「新エ
ネルギーを活かした循環型社会」を提起しており、その具体案として「マ
リンバイオマスタウン構想」を提示している。

【微細藻類を利用した燃料生産の特徴】
・増殖速度が速い　→　炭酸ガス固定への寄与が高い。
・脂質のみならず炭化水素を生成する株もある。
・食料との競合がない。
・高等植物の栽培に適さない土地で培養できる（耕作放棄地の利用）。
・既存の植物油に比べて四季の影響を受けない。
・他のバイオマスと比較して生産効率が極めて高い。

2) 　ペデストリアンデッキ構想

　今回の震災で駅前空間は約１メートルの冠水を経験し、市役所や社会福
祉協議会の建物は 3階程度まで浸水したという話もある。こうした震災直
後の冠水・浸水状況を踏まえ、ペデストリアンデッキの設置や駅舎の高架
化が整備事業として提案されている。「石巻の都市基盤復興に対する市民ア
ンケート結果」（2011年6月3日発表）によると、「必要だと思う防災体制は」
（複数回答可）について、約 5.5 割の人が「迅速に避難できる避難路の整備」
を、約４.7 割の人が「高潮や津波から避難できる高さのある建物があること」
を選択している。
　同計画では、従前の駅前空間にあった商店街の復旧・復興もペデストリ
アンデッキ構想の中で検討されていくだろう。またその際には、これまで
地面に根を張るように形成されてきた地域社会と人工のペデストリアン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デッキとの折り合いをどのよ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うにしてつけていくのかに関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して、充分な議論が求められ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るだろう。

3)　「いしのまき水辺の緑のプロムナード計画」
　石巻市は旧北上川や北上運河など豊かな水辺空間を有している。震災以
前から進められてきた同計画は、そうした水辺空間を地域の財産として捉
え直し、まちづくりに活かしていこうとする取り組みである。こうしたプ
ロジェクトが震災を受けてどのように展開していくのか、またしていくべ
きなのか。生活空間、または観光資源としての水辺空間と防災・減災を両
立できるような水辺空間のあり方とはどのようなものなのか。充分な議論
が必要とされる。

4)　中瀬の活用
　先に述べたように豊かな水辺空間をどのように人びとの生活や文化、経
済活動のなかに盛りこんでいくのかが問われている。旧北上川の中洲であ
る同地区には、震災前から石ノ森萬画館、石巻ハリストス正教会などの文
化資源が蓄積されてきており、石巻市の水辺空間の豊かさを象徴している
地区でもある。先のプロムナード計画とも関連させながら、復旧・復興に
むけてどのような中瀬の未来を構想していくのかが問われている。

図3-3：水辺の緑のプロムナード計画検討イメージ
（石巻市建設部河川港湾対策室「いしのまきの緑の
プロムナード計画　策定の進め方」より）

図 3-1：マリンバイオマスタウン構想　
（亀山紘「復興にかける思い」より）

図 3-2：ペデストリアンデッキイメージ図
（石巻市 ,2011,『石巻市都市基盤復興災害
に強いまちづくり（基本構想）案について』
より）

写真 3-2：日和山より旧北上川中瀬を望む（石巻市 ,
2011,『石巻の都市基盤復興に向けて』より）

図 3-4：舟運で栄えた時の石巻湊イメージ図（石巻市建
設部河川港湾対策室「いしのまきの緑のプロムナード計
画　策定の進め方」より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真3-1：「ライトアップの北北上運河」
（「東北の川風景 100景」http://www.thr.mlit.go.jp/bu
mon/b00037/k00290/river-hp/kasen/100kei/index.html）

　　　  被災にともなう復興地域類型

① 市街地

　 1) 旧市街地：日和山周囲、中瀬、大街道（東松島の東）

　 2) 旧市街地：水産加工場、日本製紙

　 3) 渡波

② 北上川両岸

③ 雄勝（44 漁港のいくつか）

④ 牡鹿半島：鮎川、44 漁港の多く、離島

⑤ 非津波災害 ( 震災 ) 地区：桃生、河南、河北

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/mpsdata/web/6672/0503000.pdf
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http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/100kei/index.html
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/mpsdata/web/7313/hukkouhousin.pdf
http://www.city.ishinomaki.miyagi.jp/mpsdata/web/6882/setumei101012-1.pdf
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1-1　旧市街地：日和山周囲、中瀬、大街道（東松島の東）

1-2　旧市街地：水産加工場、日本製紙

1-3　渡波

2　北上川両岸

3　雄勝（44漁港のいくつかを含む）

4　牡鹿半島：鮎川、44漁港の多く、離島

5　非津波災害（震災）地区：桃生、河南、河北

※　国土地理院「1 : 200,000 地勢図　石巻」をもとに本プロジェクトチームが作成（2011年7月）。
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