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以
前
は
地
上
波
テ
レ
ビ
局
の
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
で
し
た
が
、宮
城
・

東
北
の
魅
力
を
世
界
へ
配
信
し
た
い
と

思
い
、自
分
た
ち
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ

レ
ビ
局
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　
震
災
後
に
は
、仙
台
・
宮
城
の
復
興

し
て
い
く
様
子
を
英
語
と
日
本
語
で
発

信
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
と
う
ほ
く
復

興
カ
レ
ン
ダ
ー
」を
制
作（
〜
平
成
29

年
）。そ
れ
を
機
に
外
国
人
ス
タ
ッ
フ
を

採
用
し
、さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
た
ち
と

接
す
る
中
で
、多
文
化
共
生
の
楽
し
さ

と
難
し
さ
を
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
現
在
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
も
活
用
し
、英

語
・
中
国
語
・タ
イ
語
・イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

な
ど
約
10
言
語
で
情
報
発
信
し
て
い
ま

す
。世
界
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
が
大
き
い
今
は
、こ
れ
ま

で
撮
り
た
め
て
き
た
仙
台
・
宮
城
の
観

光
地
の
写
真
や
動
画
を
国
内
外
向
け

に
ア
ッ
プ
。「
い
つ
か
遊
び
に
行
き
ま
す
」

と
い
う
海
外
か
ら
の
返
信
も
多
く
、こ

れ
か
ら
も
仙
台
の
元
気
な
姿
を
配
信

し
続
け
、世
界
の
皆
さ
ん
を
歓
迎
す
る

気
持
ち
を
伝
え
た
い
で
す
。

　
世
界
中
の
方
々
と
交
流
を
深
め
る

中
で
、新
し
い
学
び
や
発
見
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。そ
の
経
験
を
仙
台
の
ま

ち
づ
く
り
に
も
生
か
せ
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。

国
際
交
流
を
通
し
て
、自
分
が

常
識
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
気
付

か
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
日
本
人
に
は
あ

い
ま
い
に
話
し
て
も
伝
わ
る
け
ど
、外
国

人
に
は
伝
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。国

や
民
族
に
よ
っ
て
文
化
や
考
え
方
が

違
う
だ
け
で
な
く
、私
の
周
り
の

外
国
人
は
相
手
を
思
い
や
る
気

持
ち
や
感
謝
の
心
を
言
動
で
示

す
こ
と
も
多
く
、見
習
う
べ
き

点
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
特
に「
学
都
」と
し
て
も
知

ら
れ
る
仙
台
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
国
か
ら

留
学
生
が
や
っ
て
き
て
、市
民
に
と
っ
て

も
、外
国
人
と
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。こ
の
環
境
を
子
ど

も
の
教
育
に
も
生
か
し
、小
さ
い
頃
か
ら

外
国
の
文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ

と
、審
議
会
で
も
提
言
し
て
い
ま
す
。多

様
性
を
学
ぶ
こ
と
で
心
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
を
進
め
、子
ど
も
た
ち
の
視
野
や

可
能
性
が
広
が
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
仙
台
市
は
、国
際
会

議
の
誘
致
や
開
催
支
援
に
も

力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。仙
台
国
際
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
会
議
施
設
も
整
え
ま
し

た
し
、私
自
身
も
国
際
会
議
等
を
誘
致

す
る
た
め
の
市
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像

の
制
作
に
携
わ
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
外
国
人
に
と
っ
て
過
ご
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
な
ど
、国
際
的

に
開
け
た
ま
ち
と
し
て
実
績
を
重
ね
て

き
た
の
で
、今
後
も
そ
の
歩
み
を
継
続

で
き
れ
ば
、日
本
有
数
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
都
市
と
し
て
発
展
で
き
る
だ
ろ
う
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
仙
台
が
、海
外
か
ら
訪
れ
た

い
と
思
え
る
さ
ら
に
魅
力
的
な
ま
ち
に

な
る
た
め
に
は
、一
人
一
人
が
異
文
化
理

解
を
深
め
る
身
近
な
国
際
交
流
を
始

め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。仙
台
で
暮
ら

す
外
国
人
と
も
っ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
図
り
、彼
ら
が
快
適
と
思
え
る
ま

ち
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と

感
じ
ま
す
。留
学
後
、就
職
に
仙
台
・
宮

城
を
選
ん
で
く
れ
る
な
ど
、交
流
人
口

が
増
え
る
こ
と
で
、地
域
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
や
経
済
の
活
性
化
に
も
結
び
つ
く
と

考
え
て
い
ま
す
。
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専
門
分
野
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

　市では、現在新たなまちづくりの指針となる新総合計画の策定を進めています。
計画を審議する総合計画審議会の委員の皆さんに、
これからのまちづくりに期待することなどを伺います。

元東日本放送アナウンサー。仙台でインターネットテレビ「アリ
ティーヴィ―」を開局し、番組制作や運営に携わる。多国籍の
スタッフと共に、仙台・宮城の魅力を発信中

プロフィール

多
文
化
共
生
に
よ
っ
て

ど
ん
な
可
能
性
が
広
が
る
？

浜 
知
美
さ
ん

ア
リ
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
株
式
会
社

副
社
長

「学都・仙台」の由来

　仙台には、大学をはじめとする教育機関が集まり、
多くの若者がこの地で学んでいます。人口に対する
学生数（大学生・大学院生・短大生）の割合は20政
令指定都市中３位で、京都市・福岡市に次ぐ高い水
準となっています。
　「学都」と呼ばれるようになったのは明治末期。現
在の「杜の都」につながる「森の都」と呼ばれるよう
になったのも、その頃です。古くは仙台藩の藩校「養
賢堂」における学びに始まり、伊達家の文芸を尊び
好奇心にあふれる気風のもと、豊かな緑によって静
寂と清浄に包まれた仙台は、学びの場にふさわしい
まちとして「杜の都」と「学都」が一体的に深化して
いったとも言われています。
　一方で、卒業後は多くの若者が東京圏に流出し
ているという現実もあります。東京圏への転出超過
数は、政令指定都市の中で２番目の多さです。
　学都が持つ知的資源やネットワークを最大限に
生かし、未来を見据えた「学都・仙台」を一緒につくっ
ていきましょう。

こ
れ
か
ら
の
仙
台
に

望
む
こ
と
は
？

仙台観光国際協会が行う国際理解プログ
ラムでは、外国人講師との交流を通して多
文化共生への理解を深めます


