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鵜
住
居
地
区
は
震
災
時
、
釜
石
東

中
に
い
た
生
徒
た
ち
が
率
先
避
難

者
と
な
り
、
鵜
住
居
小
児
童
や
地

域
住
民
ら
総
勢
約
１
０
０
０
人
が

高
台
を
目
指
し
、
津
波
か
ら
逃
れ

ま
し
た
。
釜
石
市
で
は
震
災
前
か
ら

防
災
教
育
を
核
に
し
た「
命
の
教
育
」

に
取
り
組
み
、
そ
の
中
で「
津
波
か

ら
命
を
守
る『
津
波
避
難
三
原
則
』」

を
示
し
て
い
ま
し
た
。「
想
定
に
と

ら
わ
れ
る
な
」「
そ
の
状
況
下
に
お

い
て
最
善
を
尽
く
せ
」「
率
先
避
難

者
た
れ
」。
生
徒
た
ち
が
主
体
と
な

り
多
く
の
人
が
避
難
で
き
た
こ
と

は
後
に
広
く
知
れ
渡
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
震
災
１
年
前
に
開
所
し

た「
釜
石
市
鵜
住
居
地
区
防
災
セ
ン

タ
ー
」は
、
津
波
の
避
難
場
所
で
は

な
か
っ
た
も
の
の
、
名
称
に「
防
災
」

が
付
き
、
こ
の
施
設
を
利
用
し
た
津

波
避
難
訓
練
を
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
重

な
り
、
結
果
的
に
多
く
の
住
民
が

避
難
し
ま
し
た
。
津
波
は
セ
ン
タ
ー

の
２
階
天
井
付
近
ま
で
達
し
、
避
難

者
１
９
６
人
の
う
ち
１
６
２
人
が

犠
牲
と
な
り
、
こ
の
悲
し
み
は
多

く
の
人
の
胸
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
未
来
館
は
、
こ

れ
ら
の
出
来
事
を
紹
介
す
る
展
示

を
通
じ
、
命
の
大
切
さ
を
伝
え
て

い
ま
す
。
第
1
展
示
室「
東
日
本
大

震
災
と
釜
石
」で
は
、
発
災
1
週
間

の
動
き
を
時
系
列
で
紹
介
。
市
職

員
の
手
書
き
メ
モ
も
並
び
、
緊
迫

感
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
津
波
で

被
災
し
た
携
帯
電
話
や
小
学
生
の

登
校
帽
は
泥
が
乾
い
た
状
態
で
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
２
展
示
室
は「
鵜
住
居
地
区
防

災
セ
ン
タ
ー
の
出
来
事
」が
テ
ー
マ

で
、
な
ぜ
悲
劇
が
起
き
た
の
か
を
解

説
。
セ
ン
タ
ー
２
階
ホ
ー
ル
に
取

り
付
け
ら
れ
、
津
波
襲
来
と
み
ら
れ

る
時
刻
で
針
が
止
ま
っ
て
い
る
時

計
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
３
展

示
室「
釜
石
の
子
ど
も
た
ち
」は
釜
石

東
中
と
鵜
住
居
小
の
生
徒
・
児
童

ら
の
震
災
直
後
の
避
難
ル
ー
ト
を

距
離
や
高
低
差
、
時
間
、
避
難
途

中
の
出
来
事
な
ど
を
パ
ネ
ル
展
示
。

　

ま
た
、
震
災
当
日
は
午
前
授
業

だ
っ
た
釜
石
小
の
全
児
童
１
８
４

人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
か
ら
高
台

な
ど
へ
避
難
し
全
員
無
事
だ
っ
た

こ
と
も
紹
介
。
下
校
時
津
波
避
難
訓

練
や
津
波
防
災
授
業
な
ど
防
災
学

習
を
思
い
出
し
自
ら
の
命
を
守
っ

た
事
例
は
、
日
頃
の
取
り
組
み
が

い
か
に
重
要
か
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

館
内
に
は
他
に
、
震
災
関
連
の
書

籍
な
ど
が
並
ん
だ
資
料
閲
覧
室
、
企

画
展
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
使

え
る
防
災
学
習
室
も
あ
り
ま
す
。
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東
日
本
大
震
災
の
津
波
被
害
に
よ
る
人
命
を
巡
り
、二
つ
の
出
来
事
が
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
た

　

東
日
本
大
震
災
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津
波
被
害
に
よ
る
人
命
を
巡
り
、二
つ
の
出
来
事
が
隣
り
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に
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釜
石
市
鵜
住
居
地
区
。大
槌
湾
に
面
し
た
こ
の
地
区
は
津
波
で
壊
滅
し
た
も
の
の
、復
興
が
進
み
、

釜
石
市
鵜
住
居
地
区
。大
槌
湾
に
面
し
た
こ
の
地
区
は
津
波
で
壊
滅
し
た
も
の
の
、復
興
が
進
み
、

２
０
１
９
年
３
月
に
鵜
住
居
駅
前
地
区
公
共
施
設「
う
の
す
ま
い
・
ト
モ
ス
」が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
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う
の
す
ま
い
・
ト
モ
ス
は
三
陸

鉄
道
・
鵜
住
居
駅
に
隣
接
し
、「
東

日
本
大
震
災
の
記
憶
や
教
訓
を
将

来
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
生
き
る

こ
と
の
大
切
さ
や
素
晴
ら
し
さ
を

感
じ
ら
れ
、
憩
い
親
し
め
る
場
」と

し
て
複
数
の
公
共
施
設
を
一
体
的

に
配
置
し
、
地
域
活
動
や
観
光
交

流
を
図
る
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ト
モ
ス
に
は
復
興
の
明
か
り
を「
灯

す
」「
共
に
」「
友
」を
意
味
す
る
言

葉
の
響
き
と
、
鉄
の
ま
ち
釜
石
の

炉
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
言
葉
で
表
現
。

い
の
ち
を
つ
な
ぐ
未
来
館
の
他
に
、

防
災
セ
ン
タ
ー
跡
地
で
も
あ
る
震

災
犠
牲
者
慰
霊
追
悼
施
設「
釜
石
祈

り
の
パ
ー
ク
」、
駅
出
入
り
口
横
の

観
光
交
流
拠
点
施
設「
鵜
の
郷
交
流

館
」が
あ
り
、
株
式
会
社
か
ま
い
し

Ｄ
Ｍ
Ｃ
が
指
定
管
理
者
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

取
材
時
、
未
来
館
で
は
４
人
の
ス

タ
ッ
フ
が
、
来
客
対
応
や
事
務
な
ど

に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。今
年
１
月
、

う
の
す
ま
い
・
ト
モ
ス
の
統
括
マ

ネ
ジ
ャ
ー
と
し
て
着
任
し
た
菊
池

啓
さ
ん
は
釜
石
市
出
身
で
、
Ｕ
タ
ー

ン
で
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
震
災
時

は
勤
務
先
の
仙
台
市
中
心
部
の
高

層
ビ
ル
で
激
し
い
揺
れ
を
体
験
。「
釜

石
の
震
災
当
時
の
出
来
事
を
具
体

的
に
知
っ
た
の
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
て

か
ら
。
現
在
、
集
中
的
に
勉
強
し

て
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

他
の
３
人
も
震
災
の
出
来
事
を

今
も
生
々
し
く
覚
え
て
い
ま
す
。
千

葉
麻
美
子
さ
ん
は「
出
産
直
後
で
、

実
家
か
ら
外
に
出
て
み
る
と
川
の

水
が
あ
ふ
れ
た
光
景
に
、
か
え
っ

て
現
実
感
が
な
か
っ
た
。
ふ
と
、
わ

れ
に
返
り
、
子
ど
も
を
守
ら
な
け

れ
ば
と
、
高
い
所
に
避
難
し
ま
し

た
」と
語
り
、
佐
々
木
智
恵
さ
ん
は

「
車
の
運
転
中
に
突
然
の
激
し
い
揺

れ
で
、
緊
急
地
震
速
報
が
追
い
付

い
て
い
な
か
っ
た
。
停
電
も
あ
り
、

情
報
が
全
く
入
っ
て
こ
な
い
こ
と

が
心
配
で
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

未
来
館
に
は
昨
年
度
、
年
間
で

約
２
万
７
０
０
０
人
の
来
館
が
あ

り
ま
し
た
。「
ま
ず
は
震
災
と
い
う

事
実
に
向
き
合
い
、
そ
こ
で
得
た

教
訓
や
助
か
っ
た
事
例
な
ど
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
備
え
が
必
要
な
の
か

を
考
え
る
。
未
来
館
は
ま
さ
に
未

来
志
向
型
の
防
災
学
習
施
設
で
も

あ
り
ま
す
」と
話
す
川
崎
杏あ

き樹
さ
ん

は
震
災
時
、
釜
石
東
中
２
年
生
で
、

学
校
か
ら
避
難
し
た
生
徒
の
一
人

で
し
た
。

　

児
童・生
徒
の
校
外
学
習
や
企
業・

団
体
の
研
修
な
ど
で
、
こ
れ
ま
で
に

も
多
く
の
人
が
未
来
館
に
足
を
運

ん
で
い
ま
す
。「
子
ど
も
た
ち
は
一

生
懸
命
メ
モ
を
取
る
な
ど
、
自
分
な

り
に
知
ろ
う・学
ぼ
う
と
し
て
い
る
。

大
人
の
皆
さ
ん
は
危
機
管
理
の
面

で
、
防
災
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
を
気

に
さ
れ
ま
す
」と
ス
タ
ッ
フ
は
語
り

継
ぐ
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め

て
実
感
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
１
月
１
日
の
能
登
半
島
地

震
で
も
津
波
が
発
生
し
ま
し
た
。
菊

池
さ
ん
は「
特
に
津
波
防
災
の
観
点

で
、
当
施
設
は
お
役
に
立
て
る
こ

と
が
あ
る
と
思
う
。
防
災
意
識
の

底
上
げ
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域

差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
」と
強
調
し
ま
す
。

　

未
来
館
で
は
館
内
の
無
料
ガ
イ

ド
を
は
じ
め
、
防
災
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
、
鵜
住
居
地
区
の
避
難
路
追
体

験
や
水
門
・
防
潮
堤
見
学
と
い
っ

た
現
地
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
の
語
り
部
や
遠
隔
授
業

な
ど
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。
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「
い
わ
き
語
り
部
の
会
」会
長
を

務
め
る
大
谷
慶
一
さ
ん
は
発
災
直

後
、
ラ
ジ
オ
で「
15
時
10
分
に
小
名

浜
へ
10
㍍
の
津
波
が
到
達
す
る
」と

い
う
情
報
を
耳
に
し
、
時
間
に
な
っ

て
も
津
波
が
来
る
気
配
が
な
い
こ

と
か
ら
海
を
見
に
行
き
ま
し
た
。

　

防
潮
堤
の
階
段
を
上
が
っ
て
目

に
し
た
の
は
、
波
が
水
平
線
に
向

か
っ
て
引
い
て
い
く
こ
れ
ま
で
見

た
こ
と
が
な
い
光
景
。「
こ
れ
は
大

津
波
が
来
る
」と
思
い
す
ぐ
さ
ま
自

宅
へ
と
引
き
返
し
ま
し
た
。

　

妻
の
加
代
さ
ん
と
、
近
所
に
住

む
90
代
と
70
代
の
女
性
2
人
を
連

れ
て
裏
山
を
目
指
し
た
大
谷
さ
ん

で
し
た
が
、
足
が
不
自
由
な
90
代

の
女
性
を
背
負
っ
て
い
た
た
め
思

う
よ
う
に
走
れ
ま
せ
ん
。
ず
り
落

ち
る
体
を
背
負
い
直
そ
う
と
振
り

向
い
た
時
、
土
煙
と
共
に
津
波
が

目
前
に
迫
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

を
見
た
瞬
間
、
全
員
を
置
き
去
り

に
し
て
全
速
力
で
山
を
登
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　

幸
い
に
も
加
代
さ
ん
と
、
一
緒

に
逃
げ
た
70
代
の
女
性
は
避
難
で

き
ま
し
た
が
、
背
負
っ
て
い
た
女

性
は
、
3
日
後
に
遺
体
で
見
つ
か

り
ま
し
た
。「
置
き
去
り
に
し
て
し

ま
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
目
が
心
に

焼
き
付
い
て
離
れ
ま
せ
ん
」と
大
谷

さ
ん
。

　

こ
の
経
験
は
誰
に
も
言
え
ず
胸

に
し
ま
い
こ
ん
で
い
ま
し
た
が
、
翌

年
の
お
盆
に
知
人
に
泣
き
な
が
ら

打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、
す
っ
と
肩

の
荷
が
下
り
た
と
い
い
ま
す
。
こ

の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に「
自
分
の

経
験
を
抱
え
込
ま
ず
発
信
し
て
い

こ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

２
０
１
２
年
か
ら
い
わ
き
市
主

催
の
被
災
地
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
で

語
り
部
活
動
を
始
め
た
大
谷
さ
ん
。

が
れ
き
が
残
る
薄
磯
の
海
岸
沿
い

を
歩
き
な
が
ら
当
時
の
出
来
事
を

話
し
ま
し
た
。「
初
め
は
被
災
経
験

を
話
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
り

ま
し
た
が
、
こ
こ
で
起
き
た
こ
と

を
伝
え
る
こ
と
が
自
分
に
与
え
ら

れ
た
使
命
と
思
い
な
が
ら
活
動
し

ま
し
た
」。

20
年
に
開
館
し
た「
い
わ
き
震
災

伝
承
み
ら
い
館
」は
当
初
、
展
示
の

み
で
語
り
部
の
講
話
を
想
定
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
知
っ

た
大
谷
さ
ん
ら
が「
被
災
者
の
生
の

声
は
絶
対
に
必
要
」と
訴
え
た
こ
と

で
、
同
施
設
で
の
語
り
部
活
動
が

始
ま
り
ま
し
た
。
現
在
は
海
岸
沿

い
の
薄
磯
・
豊
間
出
身
者
を
は
じ

め
、
元
原
発
作
業
員
や
内
陸
で
地

震
の
被
害
に
遭
っ
た
人
な
ど
16
人

の
語
り
部
が
登
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
被
災
体
験
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　

大
谷
さ
ん
は
講
話
の
冒
頭
、
津

波
の
映
像
を
流
し
な
が
ら「
こ
の

真
っ
黒
な
水
の
中
に
人
が
い
る
こ

と
を
想
像
で
き
ま
す
か
」と
来
館
者

に
語
り
か
け
ま
す
。「
実
際
に
経
験

し
て
い
な
い
人
に
ど
ん
な
言
葉
で

話
せ
ば
伝
わ
る
か
を
常
に
考
え
て

い
る
」と
言
い
、
防
災
士
の
資
格
も

新
た
に
取
得
し
ま
し
た
。

　
「
記
憶
に
新
し
い
能
登
半
島
地
震

な
ど
身
近
で
災
害
は
起
き
て
い
ま

す
。
い
ざ
と
い
う
時
自
分
の
命
を

守
れ
る
の
は
自
分
し
か
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
も
伝
え

て
い
き
た
い
」と
力
を
込
め
ま
す
。

3.11伝承ロード
　

い
わ
き
市
薄
磯
地
区
に
あ
る「
い
わ
き
震
災
伝
承
み
ら
い
館
」

で
震
災
語
り
部
と
し
て
活
動
す
る
男
性
が
い
ま
す
。
同
地
区
を

襲
っ
た
最
大
高
8
・
5
㍍
の
大
津
波
か
ら
必
死
で
逃
げ
た
自
ら

の
経
験
を
も
と
に
、「
他
人
は
あ
な
た
の
命
を
守
っ
て
は
く
れ
な

い
。
自
分
の
命
を
守
れ
る
の
は
自
分
だ
け
」と
訴
え
て
い
ま
す
。

生
の
声
が
必
要
と
訴
え

震
災
遺
構
で
生
徒
有
志
が
語
り
部

地
元
の
薄
磯
で
被
災
経
験
語
る

地
元
の
薄
磯
で
被
災
経
験
語
る

「
い
わ
き
語
り
部
の
会
」会
長
の
大
谷
さ
ん

昨年大病を患い、取材日が復帰後初仕事だった大谷さん。語り部活動を
通して人と交流できることが活力になっているといいます

豊間地区東日本大震災
慰霊碑

豊間地区東日本大震災
慰霊碑

沼ノ内防災緑地沼ノ内防災緑地

豊間防災緑地豊間防災緑地

薄磯防災緑地薄磯防災緑地いわき震災伝承
みらい館
いわき震災伝承
みらい館

382

241

378

26
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気
仙
沼
市
東
日
本
大
震
災
遺
構
・

伝
承
館
は
東
日
本
大
震
災
で
巨
大

津
波
が
襲
っ
た
気
仙
沼
向
洋
高
校

の
旧
校
舎
を
活
用
し
、
震
災
の
記

憶
と
教
訓
を
伝
え
る
場
と
し
て

２
０
１
９
年
３
月
に
開
館
し
ま
し

た
。
月
命
日
の
11
日
付
近
の
土
曜

ま
た
は
日
曜
に
は
、
地
元
中
高
生

の
有
志
に
よ
る
語
り
部
活
動「
み
ん

な
語
り
部
」を
実
施
。
階
上
中
の
生

徒
は
当
時
の
校
長
の
提
案
で
、
同

年
10
月
か
ら
活
動
し
て
い
ま
す
。

24
年
最
初
の
活
動
日
と
な
っ
た

１
月
７
日
午
前
の
部
に
は
、
２
、３

年
生
６
人
が
参
加
。
全
員
が
経
験

者
で
、
始
め
た
動
機
は「
姉
が
中
学

生
の
時
に
語
り
部
を
し
て
い
た
」

「
避
難
所
に
い
た
記
憶
が
あ
り
、
震

災
を
語
り
継
ぎ
た
い
」な
ど
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

　

３
年
の
熊
谷
峻
さ
ん
と
三
浦
大

和
さ
ん
は
、
震
災
当
時
校
内
に
い

た
人
々
の
行
動
や
、
津
波
の
爪
痕

を
説
明
し
な
が
ら
、
１
階
か
ら
屋

上
ま
で
約
１
時
間
か
け
て
関
西
な

ど
か
ら
の
見
学
者
を
案
内
し
ま
し

た
。
三
浦
さ
ん
は「
見
学
者
の
方
の

理
解
度
に
よ
っ
て
、
説
明
の
仕
方

を
変
え
て
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

中
学
生
は
最
初
、
同
館
で
語
り

部
を
行
う「
け
せ
ん
ぬ
ま
震
災
伝
承

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の
メ
ン
バ
ー
に
指

導
を
受
け
、
大
人
や
高
校
生
と
ペ

ア
を
組
ん
で
い
ま
し
た
が
、
最
近

は
中
学
生
ペ
ア
で
ガ
イ
ド
す
る
機

会
が
増
え
て
い
ま
す
。
同
館
の
福

岡
麻
子
さ
ん
は「
安
心
し
て
お
任
せ

で
き
ま
す
」と
信
頼
を
寄
せ
ま
す
。

　

階
上
中
学
校
で
は
総
合
的
な
学

習
の
時
間
に
防
災
学
習
を
行
っ
て

い
ま
す
。
陸
前
高
田
市
や
石
巻
市

の
震
災
遺
構
な
ど
を
訪
問
。
気
仙

沼
市
総
合
防
災
訓
練
の
日
、
生
徒

は
午
前
に
各
自
治
会
の
防
災
訓
練

に
参
加
し
、
午
後
に
学
校
の
体
育

館
で
避
難
所
初
期
設
営
を
し
ま
す
。

　

熊
谷
さ
ん
は「
学
校
で
は
主
に
防

災
・
減
災
と
い
う
未
来
を
学
び
、

語
り
部
活
動
は
過
去
の
出
来
事
や

記
憶
を
伝
え
て
い
ま
す
。
未
来
も

過
去
も
大
切
。
語
り
部
と
し
て
、

震
災
を
経
験
し
て
い
な
い
遠
方
の

方
、
震
災
を
知
ら
な
い
若
い
世
代

に
も
、
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い

き
た
い
で
す
」と
力
を
込
め
ま
す
。
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気
仙
沼
市
立
階
上
中
学
校（
一
丸
孝
博
校
長
）は
防
災
教
育
に

力
を
入
れ
、
生
徒
有
志
は
東
日
本
大
震
災
の
語
り
部
と
し
て
活

動
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
中
学
１
〜
３
年
生
は
震
災
時
０
〜
２

歳
。
当
時
の
記
憶
は
お
ぼ
ろ
げ
で
す
が
、
学
校
で
の
学
び
や
住

民
か
ら
聞
い
た
体
験
談
を
踏
ま
え
、
学
区
に
あ
る
気
仙
沼
市
東

日
本
大
震
災
遺
構
・
伝
承
館
の
見
学
者
に
伝
え
て
い
ま
す
。

震
災
遺
構
で
生
徒
有
志
が
語
り
部

震
災
遺
構
で
生
徒
有
志
が
語
り
部

気
仙
沼
市
立
階
上
中
学
校

学
校
で
は
防
災
学
習

見学者に希望に応じて30分～1時間半程度でガイドしています

語り部をしている気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館で。左から後列が3年熊谷峻さん、2年小野寺智哉さん、3年畠山愛衣さん、
前列が2年鈴木希空さん、3年三浦大和さん、2年吉田都吾さん

地
元
の
薄
磯
で
被
災
経
験
語
る

豊間地区東日本大震災
慰霊碑

沼ノ内防災緑地

豊間防災緑地

薄磯防災緑地いわき震災伝承
みらい館



　

南
三
陸
沿
岸
国
道
事
務
所
は
三

陸
道
の
鳴
瀬
奥
松
島
〜
山
田
南
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ（
Ｉ
Ｃ
）間
１
７
５

㌔
を
管
理
し
て
い
ま
す
。
総
延
長

の
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
る
路
線
を
担

当
し
、
道
路
の
管
理
に
日
夜
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

管
理
区
間
の
中
で
特
徴
的
な
構

造
物
は
２
０
２
１
年
３
月
に
供
用

開
始
し
、
三
陸
道
の
シ
ン
ボ
ル
と

も
い
え
る
気
仙
沼
湾
横
断
橋（
愛
称・

か
な
え
お
お
は
し
）。
気
仙
沼
湾
を

ま
た
ぐ
全
長
１
３
４
４
㍍
で
、
海

上
部
は
２
本
の
主
塔
と
ケ
ー
ブ
ル

で
橋
桁
を
支
え
る「
斜
張
橋
」と
呼
ば

れ
る
形
式
で
す
。
主
塔
は
海
面
か

ら
の
高
さ
が
１
１
５
㍍（
ビ
ル
30
階

相
当
）で
、
２
本
の
主
塔
間
の
長
さ

３
６
０
㍍
は
東
北
最
大
で
す
。

　

車
で
通
行
す
る
と
、
橋
か
ら
は
気

仙
沼
市
の
魚
市
場
や
市
街
地
、
大

島
な
ど
が
見
渡
せ
ま
す
が
、
あ
っ

と
い
う
間
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い

ま
す
。
震
災
級
の
災
害
に
も
耐
え

ら
れ
る
構
造
、
デ
ザ
イ
ン
や
色
彩
、

橋
の
下
を
通
る
船
舶
へ
の
配
慮
な

ど
、
橋
そ
の
も
の
に
も
多
く
の
魅
力

や
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
内

有
数
の
漁
港
の
一
つ
、
気
仙
沼
港

が
間
近
に
あ
る
だ
け
に
、
橋
の
下

面
に
は「
貴
船
の
帰
港
を
歓
迎
す
る
」

「
貴
船
の
安
全
航
海
を
祈
る
」を
示
す

国
際
信
号
旗
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

主
塔
と
橋
桁
を
結
ぶ
ケ
ー
ブ
ル

は
、
約
１
５
０
〜
３
６
０
本
の
細
い

鉄
の
ケ
ー
ブ
ル
を
集
束
さ
せ
て
、
１

本
の
太
い
ケ
ー
ブ
ル（
直
径
１
２
０

〜
１
６
５
㍉
）を
構
成
。
こ
の
ケ
ー

ブ
ル
40
本
で
約
５
９
０
０
㌧
の
橋

桁
を
支
え
て
い
ま
す
。
橋
桁
は
内
部

が
高
さ
２・
１
㍍
の
空
洞
で
人
の
歩

行
が
可
能
で
、
主
塔
の
内
部
も
階
段

や
は
し
ご
、
２
人
乗
り
の
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
が
あ
り
頂
上
部
ま
で
移
動
で

き
、
日
常
的
に
職
員
が
立
ち
入
り
、

点
検
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
橋
の
状
態
を
評
価
す

る
目
安
と
し
て
、
構
造
各
部
の
初

期
値
計
測
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
測
を

２
０
２
０
年
度
に
始
め
ま
し
た
。
主

塔
が
傾
い
て
い
な
い
か
、
ケ
ー
ブ
ル
の

腐
食
具
合
は
ど
う
か
な
ど
を
調
べ
る

上
で
必
要
な
ベ
ー
ス
と
な
る
デ
ー
タ
を

集
め
、
よ
り
精
度
の
高
い
維
持
管
理

に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

　

事
務
所
で
は「
巨
大
な
橋
な
の
で
造

る
当
初
か
ら
高
耐
久
を
前
提
に
し
て

い
る
が
、
こ
れ
か
ら
長
く
使
って
い
く

中
で
変
化
が
あ
り
得
る
。
異
常
時
に

デ
ー
タ
を
測
って
分
析
し
よ
う
に
も
、

比
較
検
討
す
る
も
の
が
な
い
と
評
価

で
き
な
い
。
ケ
ー
ブ
ル
の
確
認
も
ロ
ボッ

ト
を
使
う
こ
と
な
ど
を
検
討
し
て
い

ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

東
北
道
と
三
陸
道
を
結
ぶ
横
軸

と
し
て
、
釜
石
道
や
み
や
ぎ
県
北
道

路
、
東
北
中
央
道
が
全
通
し
た
こ

と
で
、
物
流
の
速
達
性
向
上
や
多

6

青空をバックに白の主塔や橋りょうなどが映える気仙沼湾横断橋

被
災
地
を
結
ぶ
高
規
格
道
路

被
災
地
を
結
ぶ
高
規
格
道
路

物
流
や
観
光
な
ど
に
大
き
な
役
割

物
流
や
観
光
な
ど
に
大
き
な
役
割

よ
り
高
精
度
の
管
理
へ

多
様
な
ル
ー
ト
選
択

　

三
陸
沿
岸
道
路（
三
陸
道
）は
、
仙
台
市
と
八
戸
市
を
結
ぶ
総

　

三
陸
沿
岸
道
路（
三
陸
道
）は
、
仙
台
市
と
八
戸
市
を
結
ぶ
総

延
長
３
５
９
㌔
の
高
規
格
道
路
。
２
０
２
１
年

延
長
３
５
９
㌔
の
高
規
格
道
路
。
２
０
２
１
年
1212
月
の
全
通
か

月
の
全
通
か

ら
２
年
が
経
過
し
、
沿
線
住
民
の
日
常
的
な
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、

ら
２
年
が
経
過
し
、
沿
線
住
民
の
日
常
的
な
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、

物
流
や
観
光
な
ど
広
域
移
動
の
面
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

物
流
や
観
光
な
ど
広
域
移
動
の
面
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
リ
ア
ス
海
岸
を
貫
く
道
路
だ
け
に
、
橋
や
ト
ン
ネ

て
い
ま
す
。
リ
ア
ス
海
岸
を
貫
く
道
路
だ
け
に
、
橋
や
ト
ン
ネ

ル
な
ど
の
構
造
物
が
多
く
、
日
々
の
点
検
や
修
繕
が
欠
か
せ
ま

ル
な
ど
の
構
造
物
が
多
く
、
日
々
の
点
検
や
修
繕
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
釜
石
市
に
あ
る
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
南
三
陸

せ
ん
。
釜
石
市
に
あ
る
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
南
三
陸

沿
岸
国
道
事
務
所（
武
田
哲
英
所
長
）に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

沿
岸
国
道
事
務
所（
武
田
哲
英
所
長
）に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

橋の下部に描かれた国際信号旗

土木系学科の高校生たちが主塔を見学



様
な
ル
ー
ト
選
択
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。
児
童
・
生
徒
の
教
育
旅

行
も
行
き
先
の
選
択
肢
が
広
が
り
、

岩
手
県
の
場
合
、
従
来
か
ら
の
平
泉

町
や
雫
石
町
な
ど
内
陸
部
に
加
え

て
、
釜
石
道
を
経
由
し
て
沿
岸
部
の

震
災
伝
承
施
設
を
見
学
す
る
ケ
ー

ス
が
増
加
。宮
城
県
で
も
日
本
三
景・

松
島
の
最
寄
り
Ｉ
Ｃ
が
三
陸
道
に

あ
り
、
県
内
の
各
震
災
伝
承
施
設

と
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
す
。

　

三
陸
道
の
沿
線
は
、
も
と
も
と

風
光
明
媚
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
点

在
し
、
郷
土
色
に
あ
ふ
れ
た
祭
り

も
四
季
折
々
に
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。
加
え
て
各
地
に
震
災
伝
承
施

設
が
あ
り
、
三
陸
道
は
こ
れ
ら
の

地
域
を
車
で
巡
る
旅
行
者
の
利
便

性
を
高
め
て
い
ま
す
。

　

毎
年
10
月
に
陸
前
高
田
市
で
開

か
れ
る
三
陸
花
火
競
技
大
会
の
来

訪
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
２
０
２
１

年
調
査
と
22
年
・
23
年
調
査
の
二

つ
を
比
較
す
る
と
、
三
陸
道
を
利

用
し
て
の
来
場
が
約
８
％
増
え
て

65
・
６
％
と
な
り
ま
し
た
。
岩
手

県
外
の
来
訪
者
の
居
住
地
は
宮
城

県
が
27
％
か
ら
30
％
、
青
森
県
が

１
％
か
ら
８
％
、
他
の
東
北
３
県

が
６
％
か
ら
７
％
に
ア
ッ
プ
。
青

森
県
か
ら
の
来
訪
者
増
は
三
陸
道

全
通
の
効
果
と
見
込
ま
れ
、
今
後

も
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

三
陸
道
の
利
用
者
か
ら
は「
渋
滞

も
な
く
ス
ム
ー
ズ
で
、
走
り
や
す

く
と
て
も
快
適
だ
っ
た
」「
資
材
搬

送
な
ど
で
時
間
短
縮
に
よ
り
コ
ス

ト
が
削
減
で
き
る
」「
宿
泊
地
の
選

択
の
幅
が
広
が
っ
た
」な
ど
の
声
が

聞
か
れ
ま
す
。

　

南
三
陸
沿
岸
国
道
事
務
所
で
は

安
全
通
行
や
利
便
性
向
上
に
向
け
、

改
修
作
業
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

歌
津
北
Ｉ
Ｃ
は
現
状
で
仙
台
方
面

の
行
き
来
の
み
の
ハ
ー
フ
Ｉ
Ｃ
で

す
が
、
災
害
時
の
緊
急
輸
送
道
路

の
確
保
や
物
流
支
援
な
ど
ア
ク
セ

ス
強
化
を
図
る
た
め
、
気
仙
沼
方

面
に
も
行
き
来
で
き
る
北
向
き
ラ

ン
プ
の
改
良
工
事
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

２
車
線
区
間
で
対
向
車
線
へ
の

は
み
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
ワ

イ
ヤ
ロ
ー
プ
設
置
は
、
ト
ン
ネ
ル

や
長
大
橋
り
ょ
う
な
ど
構
造
上
困

難
な
箇
所
を
除
い
て
完
了
し
ま
し

た
。
車
の
正
面
衝
突
の
抑
止
に
つ

な
が
っ
て
い
る
半
面
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ
の
接
触
事
故
が
多
く
、
通
行
止

め
の
原
因
に
も
な
る
た
め
、
よ
り

一
層
の
安
全
運
転
を
呼
び
掛
け
て

い
ま
す
。

　

道
路
の
補
修
工
事
の
際
は
、
夜
間

通
行
止
め
を
行
い
ま
す
。
事
前
に
マ

ス
コ
ミ
や
沿
線
の
道
路
情
報
板
な
ど

で
告
知
を
図
っ
て
い
ま
す
が
、
通
行

止
め
を
知
ら
な
い
ド
ラ
イ
バ
ー
が
思

い
の
ほ
か
多
く
、
事
務
所
で
は「
夜

間
に
通
行
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
ご
確
認
を
」

と
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。
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東
北
自
動
車
道

釜石自動車道
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岩 手
津波遺構たろう観光ホテル
たろう潮里ステーション
宮古市市民交流センター
防災プラザ
田老防潮堤
震災メモリアルパーク中の浜
大船渡市立博物館
３．１１東日本大震災
遠野市後方支援資料館
釜石祈りのパーク
いのちをつなぐ未来館
大槌町文化交流センター
おしゃっち
東日本大震災津波伝承館
（愛称：いわてTSUNAMIメモリアル）

高田松原津波復興祈念公園
山田町まちなか交流センター
大船渡市魚市場
陸前高田市立博物館
タピック45（旧道の駅高田松原）
気仙中学校
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宮 城
東日本大震災 学習・資料室
せんだい3.11メモリアル交流館
震災遺構 仙台市立荒浜小学校
石巻ニューゼ
伝承交流施設 MEET門脇
東日本大震災メモリアル南浜 つなぐ館
唐桑半島ビジターセンター・ 津波体験館
（2022年6月27日から休館中）

リアス・アーク美術館
「東日本大震災の記録と津波の災害史」
常設展示
気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館
津波復興祈念資料館 閖上の記憶
岩沼市 千年希望の丘交流センター
東松島市 東日本大震災復興祈念公園
高野会館
名取市震災メモリアル公園
塩竈市津波防災センター
石田沢防災センター
ＮＨＫ仙台放送局
山元町防災拠点・山下地域交流センター
（１階 防災情報コーナー）

山元町震災遺構 中浜小学校
中浜小学校震災モニュメント
「３月１１日の日時計」
名取市震災復興伝承館
気仙沼市復興祈念公園
石巻南浜津波復興祈念公園
石巻市震災遺構大川小学校
海の見える命の森
東日本大震災慰霊碑
（日和幼稚園被災園児慰霊碑）

石巻市震災遺構門脇小学校
がんばろう！石巻看板
南三陸町東日本大震災伝承館
南三陸３１１メモリアル
命のらせん階段（旧阿部家住宅）
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被
災
地
を
結
ぶ
高
規
格
道
路

物
流
や
観
光
な
ど
に
大
き
な
役
割

北
向
き
ラ
ン
プ
の
整
備
も

　

三
陸
沿
岸
道
路（
三
陸
道
）は
、
仙
台
市
と
八
戸
市
を
結
ぶ
総

延
長
３
５
９
㌔
の
高
規
格
道
路
。
２
０
２
１
年
12
月
の
全
通
か

ら
２
年
が
経
過
し
、
沿
線
住
民
の
日
常
的
な
利
用
は
も
ち
ろ
ん
、

物
流
や
観
光
な
ど
広
域
移
動
の
面
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
ま
す
。
リ
ア
ス
海
岸
を
貫
く
道
路
だ
け
に
、
橋
や
ト
ン
ネ

ル
な
ど
の
構
造
物
が
多
く
、
日
々
の
点
検
や
修
繕
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
釜
石
市
に
あ
る
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
南
三
陸

沿
岸
国
道
事
務
所（
武
田
哲
英
所
長
）に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

▲

気仙沼方面と行
き来できるように
する歌津北IC

至 気仙沼市

至 仙台市

Cランプ

Bランプ

Aランプ
Dランプ



　
「
東
日
本
大
震
災
の
津
波
は
津
神

社
の
坂
ま
で
押
し
寄
せ
、
鳥
居
の

す
ぐ
下
ま
で
が
れ
き
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
」と
振
り
返
る
の
は
、

２
０
１
１
年
９
月
か
ら
中
村
東
部
一

区
区
長
を
務
め
る
熊
谷
秀
治
さ
ん
。

　

津
神
社
は
地
元
で「
津
の
神
社
」

「
津
の
水
は
ん
」と
も
呼
ば
れ
、
健

康
祈
願
や
海
上
安
全
、
大
漁
祈
願
、

五
穀
豊
穣
な
ど
を
願
う
人
々
か
ら

信
仰
を
集
め
て
き
た
地
域
の
鎮
守

で
す
。
古
く
か
ら
津
波
が
来
た
際

の
避
難
の
目
印
と
さ
れ
、
熊
谷
さ

ん
も「
父
親
か
ら
津
神
社
ま
で
は
津

波
は
来
な
い
と
聞
い
て
い
ま
し
た
」

と
話
し
ま
す
。

　

当
時
の
北
原
釜
地
区
に
は
か
つ

て
２
５
０
世
帯
が
暮
ら
し
て
い
ま

し
た
が
、
津
波
の
被
害
を
受
け

な
か
っ
た
の
は
神
社
周
辺
の
18
世

帯
の
み
。
南
原
釜
地
区
も
２
１
０

世
帯
の
う
ち
１
０
０
世
帯
が
流
さ

れ
、
南
北
の
地
区
が
統
合
さ
れ
た

現
在
の
原
釜
地
区
に
暮
ら
す
の
は

１
３
５
世
帯
だ
け
に
。

　

そ
こ
で
熊
谷
さ
ん
た
ち
は
、
そ

れ
ま
で
旧
暦
3
月
15
日
に
固
定
さ

れ
て
い
た
津
神
社
の
春
の
例
祭
日

を
震
災
後
、
４
月
の
第
３
日
曜
に

変
更
し
ま
し
た
。

　
「
震
災
後
、
地
域
の
住
民
た
ち
は

散
り
散
り
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
祭
り
を
継
続
し
、

に
ぎ
わ
い
を
つ
く
る
た
め
に
日
曜

に
行
う
こ
と
で
幼
稚
園
や
保
育
園
、

小
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
も
参

加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
、
盛

大
に
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」と

熊
谷
さ
ん
。
例
祭
で
は
町
内
を
み

こ
し
が
練
り
歩
き
、
地
域
に
伝
わ

る
獅
子
舞
や
剣
舞
な
ど
と
と
も
に
、

太
鼓
や
吹
奏
楽
演
奏
、
よ
さ
こ
い
、

フ
ラ
ダ
ン
ス
と
い
っ
た
ス
テ
ー
ジ

も
披
露
。
地
区
外
に
転
居
し
た
人

た
ち
も
一
部
戻
っ
て
、
地
域
は
に

ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
ま
す
。

　

か
つ
て
消
防
屯
所
も
兼
ね
て
い

た
神
社
の
集
会
所
は
震
災
後
に
建

て
替
え
ら
れ
、
現
在
は
避
難
所
に

な
り
ま
し
た
。
普
段
、
神
楽
の
練

習
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
2
階

に
は
、
非
常
時
に
備
え
寝
具
な
ど

も
備
蓄
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

集
会
所
で
は
市
の
防
災
訓
練
に
合

わ
せ
、
住
民
に
よ
る
芋
煮
の
振
る
舞

い
が
行
わ
れ
る
の
が
恒
例
。
芋
煮
の

準
備
が
炊
き
出
し
や
テ
ン
ト
設
営

な
ど
災
害
時
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

津
神
社
か
ら
車
で
約
５
分
の「
相

馬
市
伝
承
鎮
魂
祈
念
館
」で
は
震
災

前
の
原
釜
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
津
神
社
を
写
真
パ
ネ
ル
や
ジ
オ

ラ
マ
で
紹
介
。

　

平
安
時
代
の
貞
観
地
震
津
波
、

１
６
１
１
年
の
慶
長
三
陸
地
震
の

際
も
津
波
が
神
社
す
ぐ
近
く
ま
で

迫
り
な
が
ら
も
無
事
だ
っ
た
と
い

う
伝
承
や
、
東
日
本
大
震
災
で
津

神
社
に
避
難
し
た
人
々
が
無
事

だ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
、

震
災
前
の
津
神
社
の
獅
子
神
楽
の

写
真
も
展
示
し
て
い
ま
す
。
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3.11伝承ロード

地域の絆も守る村社地域の絆も守る村社
相馬市原釜・津神社

　古くから津波災害の被害を免
れてきた伝承が残る相馬市の「津
神社」。東日本大震災でも津神社
へ避難した多くの人たちの命が
救われました。

駒ヶ嶺駅駒ヶ嶺駅

津神社津神社

相馬市伝承鎮魂
祈念館
相馬市伝承鎮魂
祈念館

松川浦大橋松川浦大橋

相馬港相馬港

6

113

38

389

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

MAP

●津神社　相馬市原釜大津239
●相馬市伝承鎮魂祈念館
福島県相馬市原釜字大津270
TEL0244-32-1366

中村東部一区区長・熊谷秀治さん

震
災
前
の
写
真
も

縁起によると、塩焼きをしていた翁夫婦が村内のほこらを詣でたところ白い石のようなものを見つけ
近付くとそれが白狐になり、以降「白狐明神」として祭るようになったとされています。その後「津明
神」として現在の場所に移され、明治期に「津神社」と改称されました

集
落
跡
に
多
重
防
御
の
一
つ
と
し
て
整
備
さ
れ

た「
原
釜
・
尾
浜
防
災
緑
地
」は
震
災
伝
承
施

設（
第
２
分
類
）の
一
つ
。緑
地
の
案
内
図
横
に

津
波
避
難
場
所
で
あ
る
津
神
社
の
方
向
を
示

す
案
内
板
も
立
っ
て
い
ま
す

震災4年余りで集団移転



　

岩
沼
市
は
震
災
で
最
大
10
・
５

㍍
の
津
波
が
直
撃
し
市
域
の
48
％
、

仙
台
東
部
道
路
の
東
側
は
浸
水
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
人
的
被
害
は

２
０
１
４
年
１
月
末
時
点
で
市
内

で
の
直
接
死
１
８
０
人
、
関
連
死

６
人
、
行
方
不
明
１
人
、
重
軽

傷
者
２
９
３
人
。
住
家
被
害
は

２
０
１
２
年
11
月
末
時
点
で
全
壊

７
３
６
戸
、
大
規
模
半
壊
５
０
９

戸
、
半
壊
１
０
９
７
戸
を
数
え
、

最
大
時
で
震
災
翌
々
日
６
８
２
５

人
が
避
難
し
ま
し
た（
避
難
所
26
カ

所
の
合
計
）。

　

佐
藤
市
長
は
衆
議
院
議
員
秘
書

を
経
て
２
０
１
２
年
１
月
か
ら
岩

沼
市
議
、
22
年
１
月
か
ら
は
議
長
も

務
め
、
同
年
６
月
の
市
長
選
で
初

当
選
。
震
災
直
後
は
連
日
の
よ
う

に
県
南
沿
岸
部
の
避
難
所
を
回
り
、

東
京
か
ら
来
た
物
資
の
配
分
や
被

災
者
の
要
望
を
聞
き
取
り
ま
し
た
。

　
「
岩
沼
市
総
合
体
育
館
で
、
親
族

ら
が
亡
く
な
っ
た
悲
し
み
を
表
に

出
さ
ず
、
窮
屈
な
避
難
生
活
を
我

慢
し
て
い
た
被
災
者
の
皆
さ
ん
を

見
て
、
胸
に
込
み
上
げ
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

当
時
は
住
ま
い
の
確
保
が
最
優

先
課
題
。
岩
沼
市
内
に
は
プ
レ
ハ
ブ

仮
設
住
宅
３
８
４
戸
を
順
次
設
置
、

被
災
地
で
最
も
早
く
４
月
29
日
に

入
居
開
始
、
６
月
４
日
に
完
了
し

２
０
１
６
年
４
月
に
閉
所
。
み
な
し

仮
設
住
宅
は
最
終
的
に
７
０
５
戸

と
な
り
ま
し
た
。
被
災
し
た
沿
岸

６
地
区
の
方
々
が
話
し
合
い
を
し

て
、
集
団
移
転
先
と
し
て
11
年
11

月
に
玉
浦
西
地
区
に
決
ま
り
、
翌

12
年
３
月
に
防
災
集
団
移
転
促
進

事
業
が
ス
タ
ー
ト
。
震
災
か
ら
４

年
余
り
の
15
年
７
月
に「
玉
浦
西
ま

ち
開
き
」を
迎
え
ま
し
た
。

　

当
時
、
市
議
の
立
場
で
復
旧
・

復
興
に
携
わ
っ
た
佐
藤
市
長
は「
各

地
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
維
持

し
な
が
ら
一
つ
の
ま
ち
に
集
約
し
、

将
来
に
備
え
る
こ
と
は
岩
沼
市
の

規
模
感
や
都
市
計
画
の
面
か
ら
も

良
い
方
向
で
し
た
」と
語
り
ま
す
。

　

財
源
的
に
も
国
や
県
に
か
か
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
復
興
事
業
が
一

段
落
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
市
長
に

就
任
し
、「
市
と
し
て
こ
れ
か
ら
の

ま
ち
づ
く
り
を
ど
う
す
べ
き
か
、
む

し
ろ
正
念
場
だ
と
思
う
。
国
道
４

号
や
６
号
、Ｊ
Ｒ
東
北
線
や
常
磐
線
、

仙
台
空
港
な
ど
岩
沼
は
本
来
恵
ま

れ
た
地
域
。
周
辺
自
治
体
と
も
連

携
し
産
業
団
地
の
整
備
や
子
育
て

世
代
に
魅
力
的
な
生
活
環
境
を
提

供
し
て
い
き
た
い
」と
強
調
し
ま
す
。

　

仙
台
空
港
の
周
辺
に
は
、
道
の

駅
な
ら
ぬ「
空
の
駅（
仮
称
）」の
整

備
を
計
画
。
地
場
産
品
の
販
売
や

食
の
提
供
、
滑
走
路
を
望
め
る
温

浴
施
設
な
ど
の
設
置
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

集
団
移
転
し
た
６
地
区
の
元
々

の
場
所
ご
と
に
設
け
た
公
園
と
、
こ

れ
ら
を
園
路（
緑
の
堤
防
）で
結
ん

で
一
体
化
し
た「
千
年
希
望
の
丘
」

は
岩
沼
市
の
震
災
伝
承
や
防
災
学

習
の
拠
点
で
す
。
植
樹
が
一
段
落

し
、や
が
て
大
き
な
森
に
な
り
、「
自

然
探
究
の
場
に
も
な
る
の
で
は
」と

佐
藤
市
長
は
期
待
を
寄
せ
ま
す
。

　
「
市
職
員
も
震
災
を
経
験
し
て
い

な
い
人
が
増
え
て
い
る
。
折
り
に
触

れ
当
時
の
出
来
事
の
共
有
を
図
る

が
、
実
際
に
経
験
し
た
人
と
そ
う
で

は
な
い
人
と
の
差
は
ど
う
し
て
も

出
て
く
る
。
震
災
の
何
を
、
ど
う
伝

え
た
い
の
か
。
検
討
す
べ
き
こ
と

は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
大
切
な
部

分
を
伝
え
、
発
信
す
る
の
は
公
的

機
関
の
役
割
。
岩
沼
市
は
被
災
自

治
体
と
し
て
の
使
命
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
」と
言
葉
に
力
を
込
め
ま
す
。

自然と調和した環境の中、住宅が整然と並び、住民主体のまちづくりが進む玉浦西地区
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地域の絆も守る村社

　
岩
沼
市
は
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
被
災
し
た
自
治
体
の
中
で

復
旧
・
復
興
の「
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
」と
い
わ
れ
ま
し
た
。
中
で
も

津
波
で
壊
滅
し
た
６
地
区
の
住
民
が
１
カ
所
に
ま
と
ま
る
集
団
移

転
は
先
進
事
例
の
一
つ
で
、
現
在
は
移
転
地
に
公
共
施
設
や
大
型

商
業
施
設
な
ど
も
完
成
し
、
新
た
な
街
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。

６
地
区
は
復
興
の
シ
ン
ボ
ル「
千
年
希
望
の
丘
」に
生
ま
れ
変
わ

り
、
震
災
伝
承
や
防
災
学
習
の
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

お話を伺った方
佐藤淳一市長

3.11伝承ロード

駒ヶ嶺駅

津神社

相馬市伝承鎮魂
祈念館

松川浦大橋

相馬港

JR
常
磐
線

こ
れ
か
ら
が
正
念
場

「千年希望の丘」の慰霊碑

震災4年余りで集団移転震災4年余りで集団移転
被災地は｢千年希望の丘｣に 岩沼市



　

震
災
後
、
大
船
渡
市
は
津
波
被

害
の
あ
っ
た
約
10
・
４
㌶
を
商
業
・

観
光
の
拠
点
に
し
よ
う
と
整
備
。
大

規
模
な
嵩か

さ

上
げ
工
事
を
経
て
、
そ

の
中
心
に「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
」が

誕
生
し
ま
し
た
。
市
や
大
船
渡
商

工
会
議
所
、
企
業
、
金
融
機
関
の
９

団
体
が
出
資
し
て
設
立
さ
れ
た
、
ま

ち
づ
く
り
会
社「
株
式
会
社
キ
ャ
ッ

セ
ン
大
船
渡
」が
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
飲
食
や
物
販
、
ラ
イ
ブ

ハ
ウ
ス
な
ど
約
30
軒
が
並
び
ま

す
。
周
辺
に
は
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
や
ホ
テ
ル
、
ワ
イ
ナ
リ
ー
、

ラ
イ
ダ
ー
の
休
憩
所「
バ
イ
ク
の
駅  

大
船
渡
」な
ど
が
あ
り
、
一
帯
を

「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
エ
リ
ア
」と

称
し
て
、
地
域
の
活
性
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

三
陸
沿
岸
道
路
の
仙
台
―
八
戸

間
が
全
線
開
通
し
、
ア
ク
セ
ス
が

向
上
。「
立
ち
寄
っ
て
も
ら
え
る
商

業
施
設
に
」と
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
２
０
２
２
年
に

運
用
を
始
め
た
防
災
学
習
プ
ロ
グ

ラ
ム「
防
災
×
観
光  

ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー  

あ
の
日
」で
す
。「
キ
ャ
ッ

セ
ン
大
船
渡
エ
リ
ア
」に
Ｑ
Ｒ
が
付

い
た
約
30
個
の
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
。

参
加
者
は
ボ
ッ
ク
ス
を
探
し
て
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
Ｑ
Ｒ
を
読
み
込

み
、
震
災
の
体
験
談
を
聞
い
た
り
、

災
害
時
の
行
動
の
選
択
を
考
え
た

り
と
、震
災
を
疑
似
体
験
で
き
ま
す
。

　
「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
」で
雑
貨
店

を
切
り
盛
り
す
る
小
泉
洋

ひ
ろ
し
さ
ん
は

「
大
き
な
揺
れ
の
後
、
自
宅
が
あ
る

高
台
か
ら
海
の
水
が
引
い
て
い
く

の
を
見
て
、
さ
ら
に
高
台
へ
避
難
し

ま
し
た
。
当
時
は
飲
食
業
を
し
て
い

て
、
店
が
あ
っ
た
中
心
部
へ
行
け
た

の
は
津
波
襲
来
か
ら
数
日
後
。店
も
、

周
り
の
住
宅
街
や
商
店
街
も
流
さ

れ
、
悲
惨
な
光
景
で
し
た
」と
振
り

返
り
ま
す
。「
震
災
を
風
化
さ
せ
て

は
い
け
な
い
」と
、「
あ
の
日
」で
は

語
り
部
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
」ま
ち
づ

く
り
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
千
葉
隆

治
さ
ん
は「『
あ
の
日
』は
県
内
外
か

ら
の
教
育
旅
行
で
も
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
エ
リ
ア
一
帯
を
学
び
の

フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
も
ら
え
れ
ば
」

と
願
い
ま
す
。

　
「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
」の
開
業

後
、
鎮
魂
の
イ
ベ
ン
ト「
３
・
11

キ
ャ
ッ
セ
ン
竹
あ
か
り
」を
毎
年
３

月
に
開
催
。
商
店
街
の
店
主
や
市

民
ら
で「
竹
部
」を
結
成
し
、
竹
の

伐
採
や
竹
に
穴
を
開
け
る
作
業
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
竹
部
の
代

表
で
も
あ
る
小
泉
さ
ん
は「
高
校
生

ら
若
い
世
代
も
竹
灯
籠
作
り
に
参

加
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
震
災
を

語
り
継
い
で
い
く
た
め
に
も
続
け

た
い
で
す
」と
思
い
を
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
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東
日
本
大
震
災
の
大
津
波
で
住
宅
や
商
店
街
が
被
災
し
た
大

船
渡
市
の
中
心
部
は
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
、
そ

の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
商
業
施
設「
キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡
」が

２
０
１
７
年
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
震
災
前
か
ら
地
元

商
店
街
に
あ
っ
た
店
や
、
震
災
後
開
業
し
た
店
が
入
居
。
人
々

が
集
い
、防
災
を
学
べ
る
場
と
し
て
も
環
境
を
整
え
て
い
ま
す
。

震
災
を
疑
似
体
験

今年も3月11日から4月上旬まで「竹あかり」を開催します

三陸鉄道
リアス線
三陸鉄道
リアス線

盛駅盛駅

JR大船渡駅JR大船渡駅

JR大船渡
魚市場前駅
JR大船渡
魚市場前駅

JR下船渡駅JR下船渡駅

綾里駅綾里駅大船渡市
魚市場
大船渡市
魚市場

岩手県立大船渡高岩手県立大船渡高

キャッセン大船渡キャッセン大船渡

大船渡
碁石海岸IC

大船渡IC

45

107

9

三陸沿岸道路三陸沿岸道路

大船渡湾大船渡湾

MAP

所在地／大船渡市大船渡町字野 田々12-33
TEL0192-22-7910

多彩なジャンルの店が集まり、楽しく散策できます

キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡

キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡

住
民
の
日
常
取
り
戻
す

３
カ
月
後
に
営
業
を
再
開 「あの日」のボックスをキャッセン大船渡エリアに設置

道
の
駅「
南
相
馬
」

●大船渡市民体育館前屋外時計 大船渡市盛町字中道下１-１
（大船渡市民体育館付近） ●潮目 大船渡市三陸町越喜来字肥
ノ田30-10 ●茶茶丸パーク時計塔 大船渡市大船渡町字茶屋
前地内 ●夢海公園 大船渡市大船渡町字茶屋前103-3外37筆 
●ど根性ポプラ（大船渡市浦浜地区緑地公園） 大船渡市三陸
町越喜来字杉下254 ●津波警報塔（加茂神社境内） 大船渡市
大船渡町字笹崎地内 ●津波記憶石第26号 大船渡市三陸町綾
里字宮野（三陸鉄道綾里駅前） ●津波記憶石第27号 大船渡市
三陸町吉浜字上野１-3地先 ●大船渡市防災学習館 大船渡市
赤崎町字山口80-38 漁村センター内 ●震災伝承看板「津波の
教訓を生かした粘り強い防波堤（大船渡港湾口防波堤）」 大船
渡市大船渡町笹崎 サン・アンドレス公園 展望台3階 ●南相馬市
メモリアルパーク　南相馬市原町区北泉字地藏堂地内

第
２
分
類

JR
常
磐
線

原ノ町駅

南相馬
市役所

道の駅
南相馬

南相馬市
メモリアル
パーク

常
磐
自
動
車
道

「
防
災
×
観
光
」を
推
進

人
が
集
う
学
び
の
場
に



　

市
の
伝
統
行
事「
相
馬
野
馬
追
」

の
の
ぼ
り
が
は
た
め
く
道
の
駅「
南

相
馬
」は
２
０
０
７
年
に
開
設
。
地

元
で
採
れ
た
野
菜
や
加
工
品
、
土

産
物
な
ど
を
扱
う
物
産
館
の
他
、

「
野
馬
追
カ
レ
ー
」や「
み
そ
タ
ン
メ

ン
」が
名
物
の
食
事
処
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
道
の
駅
の
裏
手
に
は
震
災

後
に
整
備
さ
れ
た
高
見
公
園
が
あ

り
、
元
気
な
子
ど
も
た
ち
の
声
が

響
き
ま
す
。

　

話
を
伺
っ
た
駅
長
の
伹
野
淳
さ

ん
は
南
相
馬
市
生
ま
れ
。
道
の
駅

の
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら
在
籍
し
、

21
年
に
駅
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

「
あ
の
日
、
激
し
い
揺
れ
に
襲
わ
れ

た
後
、
す
ぐ
に
お
客
さ
ま
を
安
全

な
場
所
へ
誘
導
し
ま
し
た
」と
当
時

の
状
況
を
話
し
ま
す
。
幸
い
建
物

の
被
害
は
少
な
く
、
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
も
す
ぐ
に
復
旧
し
た
こ
と
か
ら
、

市
の
要
請
で
避
難
者
を
受
け
入
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
館
内
は

人
で
ぎ
っ
し
り
埋
ま
り
、
正
確
な

人
数
も
把
握
で
き
な
い
ほ
ど
。
近

く
の
ひ
が
し
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

の
職
員
と
一
緒
に
泊
ま
り
込
み
で

炊
き
出
し
を
し
ま
し
た
」と
振
り
返

り
ま
す
。

　

震
災
か
ら
４
日
後
、
半
径
20
〜

30
㌔
圏
内
に
屋
内
退
避
指
示
が
出

た
こ
と
か
ら
道
の
駅
は
閉
鎖
さ
れ
、

住
民
は
別
の
避
難
所
へ
移
り
ま
し

た
。
伹
野
さ
ん
自
身
も
仙
台
へ
自

主
避
難
し
ま
し
た
が
、
当
時
の
駅

長
が
自
衛
隊
や
警
察
、
消
防
隊
の

た
め
、
毎
日
道
の
駅
の
ト
イ
レ
を

清
掃
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自

ら
も
４
月
１
日
に
は
職
場
復
帰
。

市
内
に
留
ま
る
住
民
の
た
め
支
援

物
資
の
支
給
や
炊
き
出
し
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。

　

6
月
1
日
に
は
道
の
駅
の
営
業

を
再
開
し
ま
し
た
が
、
2
0
0
人

ほ
ど
い
た
出
荷
者
の
ほ
と
ん
ど
が

避
難
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
地

元
の
野
菜
は
安
全
性
が
認
め
ら
れ

る
ま
で
販
売
で
き
な
い
た
め
、
商

品
数
は
ご
く
わ
ず
か
。
食
事
処

は
手
に
入
っ
た
食
材
で
作
れ
る
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
し
ま
し
た
。

　
「
売
り
上
げ
が
立
た
な
く
て
も
早

期
の
営
業
再
開
を
決
断
し
た
の
は
、

店
を
開
け
る
こ
と
で
住
民
に
日
常

を
取
り
戻
し
て
も
ら
い
、
安
心
感
を

与
え
た
か
っ
た
か
ら
で
す
」と
伹
野

さ
ん
。

　

道
の
駅「
南
相
馬
」で
は
3
月
17

日
㈰
ま
で
同
市
出
身
の
写
真
家
・

大
槻
明
生
さ
ん
に
よ
る
、
震
災
の

記
録
写
真
展
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
震
災
か
ら
13
年
経
ち
ま
し
た
が
、

当
時
感
じ
た
思
い
や
支
え
合
い
の

精
神
は
今
で
も
大
切
に
心
に
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
地
域
の
皆

さ
ん
が
安
心
し
て
集
え
る
場
を
目

指
し
て
い
き
た
い
」と
笑
顔
で
話
し

ま
す
。
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支
え
合
い
の
心
を
胸
に
刻
む

　

国
道
6
号
沿
い
に
あ
る
道
の
駅「
南
相
馬
」は
、
津
波
被
害
を

免
れ
た
こ
と
か
ら
、
震
災
時
に
は
自
衛
隊
や
警
察
の
集
合
拠
点

と
な
っ
た
他
、
支
援
物
資
の
配
給
所
と
し
て
住
民
支
援
に
当
た

り
ま
し
た
。館
内
で
は
３
月
17
日
㈰
ま
で
同
市
出
身
の
写
真
家
・

大
槻
明
生
さ
ん
に
よ
る
、
震
災
の
記
録
写
真
展
を
行
っ
て
い

ま
す
。

市立病院や警察署が隣接する市の中心部にあり、長屋風の造りが特徴的な建物

生産者が直接売り場に並べる野菜や果物の他、野
馬追の絵柄をあしらったタオルなど土産品も豊富

震災後に整備された、道の駅裏手にある高見公園

三陸鉄道
リアス線

盛駅

JR大船渡駅

JR大船渡
魚市場前駅

JR下船渡駅

綾里駅大船渡市
魚市場

岩手県立大船渡高

キャッセン大船渡

三陸沿岸道路

大船渡湾

キ
ャ
ッ
セ
ン
大
船
渡

南相馬市・大船渡市の震災伝承施設
　第3分類（訪問しやすく、案内員の配置や語り部活
動など、来訪者の理解しやすさに配慮した施設）、第2
分類（公共交通機関等の利便性が高い、近隣に有料
または無料の駐車場があるなど、来訪者が訪問しやす
い施設）のみ掲載。

●大船渡市立博物館
大船渡市末崎町字大浜221-86

●大船渡市魚市場  大船渡市大船渡町字永沢209

住
民
の
日
常
取
り
戻
す

３
カ
月
後
に
営
業
を
再
開

道
の
駅「
南
相
馬
」

道
の
駅「
南
相
馬
」

第
３
分
類

6

74

120

12

JR
常
磐
線

JR
常
磐
線

原ノ町駅原ノ町駅

南相馬
市役所
南相馬
市役所

道の駅
南相馬
道の駅
南相馬

南相馬IC
南相馬市
メモリアル
パーク

南相馬市
メモリアル
パーク

常
磐
自
動
車
道

常
磐
自
動
車
道

MAP

所在地／南相馬市原町区高見町2-30-1
TEL0244-26-5100

「
防
災
×
観
光
」を
推
進

人
が
集
う
学
び
の
場
に
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田老の防潮堤（宮古市）

ハード、ソフト両面での備え 田老の防潮堤（宮古市）

　1896年の明治三
陸大津波で死者・行
方不明者1859人、
1933年の昭和三陸
大津波で同じく911
人を数え、壊滅的な
被害を受けた宮古市
田老地区（旧田老町）
は、津波から町を守ることが命題となった。防潮堤の整備は1934
年に始まり、58年に第一防潮堤が、半世紀近くかけて79年までに
第二・第三防潮堤が完成した。X字型の二重構造の防潮堤で総
延長2.433㌔、高さ10.65㍍の長大なさまは「万里の長城」と呼ば
れ、防災のシンボルとなった。
　通常の2階建て住宅よりも高く、頑丈な防潮堤は1960年のチリ
地震津波では、被害を最小限に食い止めた。しかし東日本大震災

では、地震発生から約40分後、防潮堤の高さをはるかに超える約
16㍍の巨大な津波が襲来。第二防潮堤を破壊するなどして田老
地区を飲み込み、121.2㌶が浸水した。
　それでも防潮堤は、津波の威力を減衰させ、地区に流れ込むま
での時間を稼いだ。定期的に避難訓練が行われ、避難場所や経
路の表示を設置するなど、さまざまな取り組みが進められてきた。
何よりも住民の意識に「津波てんでんこ」が息づいていた。
　破壊を免れた第一防潮堤は地
盤沈下分をかさ上げし、原形復
旧して新たに「第二線堤」となっ
た。その海側に設けられた「第一
線堤」は高さ14.7㍍と、これまで
の1.5倍の高さとなった。「田老
の防潮堤」は第3分類の震災伝
承施設に認定されている。 所在地／宮古市田老字川向地内

45

新田老駅新田老駅

田老駅田老駅

三
陸
鉄
道

リ
ア
ス
線

三
陸
鉄
道

リ
ア
ス
線

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
沿
岸
道
路

田老南IC

道の駅たろう道の駅たろう
津波遺構
たろう観光ホテル
津波遺構
たろう観光ホテル

田老の防潮堤田老の防潮堤

MAP

年々充実、アクセスもアップ
当機構のWebサイトのご紹介

　当機構は2019年8月に発足、同年

10月からWebサイトを開設し、情報発

信を行っています。今回はWebサイトの

変遷をご紹介します。

　当機構ではサイト開設から（表1）の

ように更新を重ねてきました。

　Webサイト開設の翌年には、日本国内のみならず、海外

の方にも興味・関心を持っていただくため、英語版のWeb

サイトを開設し、スマートフォンでの閲覧にも対応しました。

その他、映像アーカイブ作品の公開やラジオ番組ページの

追加など、機構の活動が広がるたびに、Webサイトでの情

報発信も充実してきました。開設当初は約3400件だった月

間アクセス数も、現在では約3万3000件もアクセスいただ

いています（今年1月末現在）。

　昨年、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したこと

で、被災地への旅行者も増え、一般の方からの震災伝承施

設についての問い合わせも増えています。震災伝承施設の

関心の高まりとともに、当機構のWebサイトへのアクセス数

も伸びていると考えています。

　今年は機構設立5周年となります。まだまだ多くの皆さん

に「3.11伝承ロード」を知っていただくため、Webサイトも

より充実した内容にしていきます。ぜひ当機構Webサイトを

引き続きご利用ください。

（表1・Webサイトの変遷）

実施年度

2019年

20年

21年

22年

Webサイト開設、Facebookのリンク追加

研修会ページ追加、英語版Webサイト作成、スマホ対応

映像アーカイブ作品、Movie（動画関連）ページの追加

機関誌、ラジオ番組ページ追加

主 な 実 施 項 目

新防潮堤から望む田老港（写真提供／宮古市）

3.11伝承ロード推進機構
Webサイト

https://www.311densho.or.jp/


