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常
設
展
示
の
総
合
テ
ー
マ
は「
大

船
渡  

そ
の
海
と
大
地
」。シ
ア
タ
ー

で
は
常
設
展
示
の
概
要
紹
介
の
他
、

震
災
を
テ
ー
マ
に
し
た「
荒
れ
狂
う

海
〜
津
波
常
習
地
・
大
船
渡
〜
」を

上
映
し
て
い
ま
す
。
大
船
渡
市
に

は
震
災
で
地
震
か
ら
約
30
分
後
に

津
波
が
襲
来
し
ま
し
た
。
映
像
で

は
市
民
が
撮
影
し
た
震
災
の
写
真

や
動
画
を
活
用
。
明
治
・
昭
和
の

三
陸
地
震
津
波
、
チ
リ
地
震
津
波

と
震
災
の
津
波
の
特
徴
や
違
い
に

つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

地
質
展
示
室
で
は
古
生
代
の
地

層
の
巨
大
な
レ
プ
リ
カ
が
目
を
引

き
ま
す
。
大
船
渡
市
は
セ
メ
ン
ト
の

原
料
と
な
る
石
灰
が
産
出
さ
れ
ま

す
が
、
石
灰
岩
の
起
源
は
水
中
生

物
で
す
。
太
古
の
昔
、
赤
道
よ
り

も
南
に
あ
っ
た
大
地
が
移
動
し
て

せ
り
上
が
り
、
現
在
の
三
陸
ジ
オ

パ
ー
ク
の
南
側
を
形
成
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
石
灰
岩
か
ら
は

サ
ン
ゴ
の
化
石
な
ど
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。

　

考
古
民
俗
展
示
室
で
は
、
モ
リ
や

釣
針
な
ど
、
縄
文
の
昔
か
ら
現
代

に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
漁
具

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
船
渡
市

に
は
三
つ
の
国
指
定
史
跡
を
は
じ

め
と
す
る
貝
塚
が
点
在
し
、
そ
の
出

土
品
な
ど
か
ら
、
海
と
と
も
に
歩
ん

で
き
た
地
域
の
歴
史
が
学
べ
ま
す
。

　

大
船
渡
を
育
ん
で
き
た
豊
か
な

海
も
時
に
荒
れ
狂
い
ま
す
。
考
古
民

俗
展
示
室
に
は「
荒
れ
狂
う
海  

津

波
」を
テ
ー
マ
に
し
た
常
設
展
示
が

あ
り
ま
す
。
明
治
・
昭
和
の
三
陸

地
震
津
波
、
チ
リ
地
震
津
波
、
そ

し
て
震
災
の
被
害
を
絵
図
や
写
真
、

浸
水
図
な
ど
で
紹
介
。
震
災
で
津
波

が
押
し
寄
せ
る
生
々
し
い
様
子
の

写
真
も
あ
り
ま
す
。
市
街
地
を
望

む
定
点
写
真
は
１
９
９
６
年
ご
ろ
、

震
災
直
後
の
３
月
13
日
、
翌
年
３

月
11
日
か
ら
23
年
３
月
11
日
ま
で

１
年
ご
と
に
撮
影
し
た
写
真
が
並

び
、
復
興
の
足
跡
が
分
か
る
展
示

内
容
で
す
。

　

貴
重
な
地
震
計
も
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
地
面
の
揺
れ
を
東
西
・

南
北
・
上
下
に
分
け
て
観
測
し
、

そ
の
揺
れ
幅
を
イ
ン
ク
で
記
録
す

る
仕
組
み
。
１
９
９
４
年
ま
で
大

船
渡
測
候
所
で
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
ア
メ
ダ
ス
の
発
達
に
よ
り
、

こ
の
測
候
所
は
２
０
０
６
年
に
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
館
は
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

半（
入
館
は
午
後
４
時
ま
で
）。
月

曜（
祝
日
の
場
合
は
翌
日
）と
年
末

年
始
は
休
館
し
、
臨
時
休
み
も
あ

り
ま
す
。
入
館
料
は
一
般
３
０
０

円
で
高
校
生
以
下
無
料
。
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総合博物館と震災伝承施設を兼ねる大船渡市立博物館
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地
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展
示

地
域
の
地
質
や
津
波
の
歴
史
紹
介

地
域
の
地
質
や
津
波
の
歴
史
紹
介

　

大
船
渡
市
立
博
物
館
は
１
９
５
５
年
開
館
で
、東
北
の
地
方
都
市
の
中
で
は
歴
史
の

　

大
船
渡
市
立
博
物
館
は
１
９
５
５
年
開
館
で
、東
北
の
地
方
都
市
の
中
で
は
歴
史
の

あ
る
総
合
博
物
館
で
す
。大
船
渡
市
と
陸
前
高
田
市
、住
田
町
の
い
わ
ゆ
る「
気
仙
地

あ
る
総
合
博
物
館
で
す
。大
船
渡
市
と
陸
前
高
田
市
、住
田
町
の
い
わ
ゆ
る「
気
仙
地

域
」の
歴
史
や
自
然
、文
化
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。東
日
本
大
震
災
以
前
か
ら
東
北
太

域
」の
歴
史
や
自
然
、文
化
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。東
日
本
大
震
災
以
前
か
ら
東
北
太

平
洋
岸
を
襲
っ
た
津
波
の
歴
史
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。現
在
は
震
災
伝
承
施
設
も
兼

平
洋
岸
を
襲
っ
た
津
波
の
歴
史
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。現
在
は
震
災
伝
承
施
設
も
兼

ね
、市
内
の
被
害
や
復
興
の
過
程
を
捉
え
た
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

ね
、市
内
の
被
害
や
復
興
の
過
程
を
捉
え
た
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

大船渡市立博物館大船渡市立博物館

碁石海岸
インフォメーション
センター

碁石海岸
インフォメーション
センター

碁石海岸碁石海岸

大船渡線BRT大船渡線BRT
碁石海岸口駅碁石海岸口駅

大船渡線BRT大船渡線BRT
小友駅小友駅

275

38 MAP

所在地／岩手県大船渡市末崎町字大浜221-86
TEL0192-29-2161

大
船
渡
市
立
博
物
館

大船渡市立博物館の主なイベント 



　

大
船
渡
市
立
博
物
館
は

１
９
８
２
年
に
現
在
地
の
碁
石
海

岸
の
高
台
に
移
転
し
ま
し
た
。
碁

石
海
岸
と
穴
通
磯
は
三
陸
ジ
オ

パ
ー
ク
の
ジ
オ
サ
イ
ト
と
な
っ
て

お
り
、
風
光
明
媚
な
風
景
が
広
が

り
ま
す
。
博
物
館
、
な
ら
び
に
隣

接
す
る
碁
石
海
岸
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
両
施
設
は
ジ

オ
サ
イ
ト
の
拠
点
施
設
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。
博
物
館
は
震
災
で
、

建
物
や
展
示
物
に
大
き
な
被
害
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
三
陸
沿
岸
の
歴
史
を
ひ
も
解
く

上
で
津
波
は
重
要
な
出
来
事
」と
語

る
の
は
鈴
木
満
広
館
長
。「
当
館
は

震
災
前
か
ら
地
域
を
襲
っ
た
津
波

の
伝
承
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
震

災
後
は
シ
ア
タ
ー
や
常
設
展
示
に

加
え
、
企
画
展
示
と
し
て
震
災
の

被
災
状
況
写
真
展
を
こ
れ
ま
で
３

回
開
催
し
、
回
ご
と
に
展
示
写
真

を
変
え
る
な
ど
し
て
紹
介
し
て
き

た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

主
任
学
芸
員
の
古
澤
明
輝
さ
ん

は「
一
口
に
三
陸
の
津
波
と
言
っ
て

も
同
じ
状
況
で
は
な
い
。
総
合
博

物
館
と
し
て
地
震
や
津
波
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
か
み
砕
い
て
、
よ
り
分

か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
け
た
ら

と
考
え
て
い
る
」と
語
り
ま
す
。

　

東
北
地
域
づ
く
り
協
会（
仙
台

市
）の
震
災
伝
承
活
動
市
町
村
支
援

事
業
で
大
船
渡
市
は
５
年
計
画
の

う
ち
の
３
年
目
に
当
た
っ
て
い
ま

す
。
館
長
補
佐
の
佐
藤
貴
裕
さ
ん

は「
事
業
で
頂
戴
し
た
寄
付
を
活
用

し
、
展
示
の
新
設
や
充
実
を
図
っ

て
い
き
た
い
」と
し
て
い
ま
す
。

　

震
災
か
ら
13
年
が
経
過
し「
一
見
、

語
り
尽
く
さ
れ
た
か
な
と
い
う
感

じ
が
あ
る
」と
係
長
の
村
田
匠
さ
ん
。

「
だ
か
ら
こ
そ
次
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
津
波
は
怖
い
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
海
の
恵
み
で
発

展
し
て
き
た
ま
ち
の
歴
史
も
教
え

ら
れ
れ
ば
」と
強
調
し
ま
す
。

　

鈴
木
館
長
も「
当
館
は
教
育
機
関

で
あ
り
、
学
校
と
連
携
し
な
が
ら

子
ど
も
た
ち
に
震
災
を
伝
承
す
る

取
り
組
み
を
常
に
考
え
て
い
き
た

い
。
と
同
時
に
、
観
光
客
は
も
ち

ろ
ん
市
民
に
も
気
軽
に
足
を
運
ん

で
も
ら
え
る
博
物
館
で
あ
り
た
い
」

と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
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史
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９
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５
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史
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史
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岸
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史
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。現
在
は
震
災
伝
承
施
設
も
兼

ね
、市
内
の
被
害
や
復
興
の
過
程
を
捉
え
た
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

大船渡市立博物館

碁石海岸

大船渡線BRT
碁石海岸口駅

大船渡線BRT
小友駅

左から佐藤貴裕さん、古澤さん、鈴木館長、村田さん、主任の佐藤拓美さん

これまで大船渡市を襲った津波の歴史をパネルで紹介

地域の地質を説明する岩石の標本を展示

大船渡市立博物館の主なイベント大船渡市立博物館の主なイベント （今年９～11月ごろ）

企画展「縄文貝塚と釣針」
　大船渡市内の貝塚遺跡からは動物の骨や角などで作られた、
さまざまな漁具が出土しています。企画展では、その中でも代表
的な釣針にスポットライトを当て、当時の海の生業に迫ります。
日程／８月10日㈯～12月8日㈰　　会場／特別展示室
その他／「東北文化の日」に合わせ、10月26日㈯・27日㈰、11月

３日（日・祝）は入館無料になります

▼ 展示解説会
　企画展を担当した学芸員が解説します。入館料が必要です。
日時／12月1日㈰ ①10:30～②13:30～
会場／特別展示室
申し込み／事前申し込み不要。開始時間までに展示会場に集合

してください

▼ 釣針づくり体験会（予定）
　シカの角を使った縄文の釣針づくりを行います。また、製作した
釣針で実際に魚を釣ってみます。
日程／10月20日㈰〔釣針製作〕

10月27日㈰〔釣り体験〕 ※荒天時は延期または中止
会場／多目的ホール〔釣針製作〕

会場未定〔釣り体験〕
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仙
台
市
出
身
の
山
縣
さ
ん
は
結

婚
を
機
に
東
松
島
市
へ
。
夫
、息
子
、

義
理
の
母
と
家
族
４
人
で
暮
ら
す

自
宅
は
、
野
蒜
海
岸
ま
で
わ
ず
か

６
０
０
㍍
の
野
蒜
地
区
に
あ
り
ま

し
た
。
大
き
な
揺
れ
の
後
、
山
縣

さ
ん
は
息
子
と
義
理
の
母
と
と
も

に
内
陸
の
避
難
所
か
ら
野
蒜
小（
震

災
当
時
）の
体
育
館
に
行
き
ま
し

た
。「
す
で
に
人
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ

た
た
め
、
外
の
出
入
り
口
に
い
ま

し
た
。『
津
波
が
も
う
来
て
い
る
』

と
近
く
に
い
た
男
性
に
教
え
て
も

ら
い
、
私
た
ち
は
校
舎
３
階
に
駆

け
上
が
り
助
か
り
ま
し
た
」と
津
波

襲
来
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

自
宅
や
自
家
用
車
は
津
波
で
流

失
。
生
活
の
見
通
し
が
立
た
な
い

中
、
山
縣
さ
ん
一
家
は
塩
釜
市
に

賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
見
つ
け
、
引
っ

越
し
を
決
断
。「
被
災
者
そ
れ
ぞ
れ

が
生
き
て
い
く
た
め
に
、
生
活
で

き
る
所
で
仮
住
ま
い
の
避
難
生
活

を
す
る
し
か
な
い
状
況
で
し
た
」と

つ
ら
い
心
情
を
明
か
し
ま
す
。

　

ア
パ
ー
ト
が
み
な
し
仮
設
住
宅

に
な
り
塩
釜
市
に
住
ん
で
い
た
山

縣
さ
ん
は
、
仙
台
市
地
域
防
災

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
し
て
い
る

知
人
か
ら「
と
て
も
役
立
つ
講
座
が

あ
る
」と
女
性
防
災
リ
ー
ダ
ー
養
成

講
座
の
受
講
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
自
分
た
ち
の
生
活
再
建
で
精
一
杯

で
、
最
初
は
受
講
に
前
向
き
に
な

れ
ま
せ
ん
で
し
た
」と
話
し
ま
す
。

知
人
の
熱
心
な
勧
め
も
あ
り
講
座

を
受
け
る
と「
目
か
ら
う
ろ
こ
の
情

報
ば
か
り
。
防
災
に
つ
い
て
も
っ

と
知
り
た
い
」と
、
２
０
１
６
年
の

防
災
士
の
資
格
の
取
得
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。

　

次
第
に「
震
災
を
経
験
し
た
市
民

目
線
で
、
地
震
の
発
生
か
ら
津
波

襲
来
、
生
活
再
建
を
伝
え
続
け
な

く
て
は
」と
い
う
気
持
ち
が
芽
生

え
、
20
年
12
月
に
Ｓ
Ａ
Ｙ‘
Ｓ
東
松

島
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー

は
山
縣
さ
ん
と
夫
、
長
男
を
中
心

に
、
女
性
防
災
リ
ー
ダ
ー
養
成
講

座
の
受
講
を
勧
め
て
く
れ
た
知
人

を
含
む
５
人
。

　

伝
承
活
動
で
は
被
害
状
況
だ
け

で
は
な
く
、
震
災
時
に
何
が
起
き
、

人
々
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ

た
の
か
、
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
、

あ
り
の
ま
ま
を
伝
え
て
い
ま
す
。

「
地
震
直
後
の
避
難
行
動
や
生
活
再

建
の
方
法
な
ど
、
何
が
正
解
だ
っ

た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

生
き
て
さ
え
い
れ
ば
何
と
か
な
り

ま
す
」と
強
調
し
ま
す
。

　

防
災
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
企
画
。
メ
ン
バ
ー
の
中
の
4

人
で
バ
ン
ド
を
組
み
、
茶
話
会
や

マ
ル
シ
ェ
な
ど
で
震
災
に
ち
な
ん

だ
楽
曲
を
披
露
。
枠
に
と
ら
わ
れ

な
い
伝
承
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
３
人
は
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。
時
間
調
整
を
上

手
に
行
い
な
が
ら
持
続
的
な
活
動

で
、
１
人
で
も
多
く
の
方
の
防
災

意
識
を
高
め
、
災
害
が
起
き
た
際

に
お
役
に
立
て
た
ら
」

3.11伝承ロード

Ｓセ

イ

ズ

Ａ
Ｙ‘
Ｓ
東
松
島
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
被
害
が

甚
大
だ
っ
た
東
松
島
市
野
蒜
地
区
を
拠
点
に
、
伝
承
活
動
や
防

災
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ
。
代
表
を
務
め
る

山や
ま
が
た縣

嘉か

え恵
さ
ん
は
津
波
で
自
宅
が
流
さ
れ
、
生
活
が
一
変
。「
将

来
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
害
へ
の
備
え
に
、
何
ら
か
の
形
で
役

に
立
ち
た
い
」と
市
民
目
線
で
被
災
経
験
を
伝
え
て
い
ま
す
。

防
災
士
の
資
格
取
得
が
転
機

石
碑
マ
ッ
プ
と
説
明
パ
ネ
ル
作
製

被
災
経
験
、あ
り
の
ま
ま
伝
え
る

被
災
経
験
、あ
り
の
ま
ま
伝
え
る

市
民
グ
ル
ー
プ「
Ｓ
Ａ
Ｙ‘
Ｓ
東
松
島
」代
表
の
山
縣
さ
ん

山縣嘉恵さん

東日本大震災復興祈念公園にある震災遺構「旧野蒜駅」で震災直後の様子を紹介することもあります。
「立ち上げ時の思いを大切にしたいので、今後も今の5人で活動します」と山縣さん

東松島市震災復興伝承館で、全国
自治体からの派遣職員名板を解説



　

２
０
１
９
年
度
、
当
時
の
１
年

生
が
そ
の
後
の
３
年
間
を
通
じ
、

ふ
る
さ
と
探
究
で
過
去
に
町
内
を

襲
っ
た
津
波
と
石
碑
の
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。

　

町
内
に
は
災
害
の
教
訓
を
刻
ん

だ
石
碑
が
点
在
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
石
碑
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発

行
し
た
り
、
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
開

い
た
り
し
て
広
く
周
知
す
る
と
と

も
に
、
石
碑
の
文
を
読
み
や
す
く

す
る
た
め
に
説
明
パ
ネ
ル
を
設
置

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

先
輩
た
ち
の
思
い
を
継
い
で
22

年
度
に
入
学
し
た
１
年
生
が
ガ
イ

ド
マ
ッ
プ
と
説
明
パ
ネ
ル
の
作
製

に
取
り
組
み
ま
し
た
。
石
碑
の
場

所
に
足
を
運
び
、
碑
文
を
解
読
す

る
な
ど
授
業
を
進
め
、
23
年
２
月

に
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
が
完
成
。
３
月

に
説
明
パ
ネ
ル
が
順
次
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
は
Ａ
４
判
カ

ラ
ー
で
町
内
14
カ
所
の
設
置
場
所

と
石
碑
名
称
な
ど
が
、
ま
た
、
山

田
町
を
襲
っ
た
津
波
と
被
害
概
要

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
「
石
碑
は
か
す
れ
、
先
人
の
方
々

が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が

失
わ
れ
そ
う
だ
っ
た
」と
振
り
返
る

の
は
、
今
は
３
年
生
に
な
っ
た
上

林
美み

く玖
さ
ん
。
同
じ
く
３
年
の
佐
々

木
恵え

ま麻
さ
ん
は「
現
代
語
訳
す
る
の

が
大
変
だ
っ
た
が
、
高
い
所
に
逃

げ
ろ
な
ど
と
今
に
つ
な
が
る
教
訓

が
書
か
れ
て
い
た
」と
語
り
ま
す
。

　

現
在
は
マ
ッ
プ
や
説
明
パ
ネ
ル

を
活
用
し
１
年
生
が
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー
を
担
当
し
ま
す
。
ツ
ア
ー
は

町
民
に
参
加
を
募
り
ま
す
。
昨
年

度
ガ
イ
ド
を
務
め
た
２
年
の
佐
々

木
茉ま

り

か
莉
花
さ
ん
は「
高
齢
の
方
が
多

く
私
た
ち
よ
り
詳
し
い
の
で
教
わ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
」と
言
い
ま
す
。

「
石
碑
は
見
る
だ
け
で
は
駄
目
。
内

容
を
読
み
、
建
て
ら
れ
た
目
的
を

知
れ
ば
意
義
が
分
か
る
」と
２
年
の

佐
々
木
真ま

な菜
さ
ん
は
強
調
し
ま
す
。

　

３
年
生
の
２
人
は
地
元
で
の
就

職
を
志
望
。
そ
れ
ぞ
れ
の
志
望
職
種

に
は
震
災
伝
承
に
関
す
る
仕
事
も

あ
り
、「
仕
事
を
通
じ
て
今
後
も
震

災
を
伝
え
て
い
け
れ
ば
」と
話
し
ま

す
。
２
年
生
は
本
年
度
秋
に
、
陸
前

高
田
市
の
東
日
本
大
震
災
津
波
伝

承
館
で
、
海
外
か
ら
来
た
高
校
生
と

交
流
を
図
る
活
動
が
控
え
て
お
り
、

今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

5

　
岩
手
県
立
山
田
高
等
学
校（
伊
東
理
俊
校
長
）は
山
田
町
と
連

携
し
、「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」（
ふ
る
さ
と
探
究
）を
活
用
し

て
町
内
に
点
在
す
る
過
去
の
津
波
の
石
碑
を
調
査
し
、
こ
れ
ら

を
ま
と
め
た
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
を
発
行
し
た
ほ
か
、
石
碑
の
脇
に

説
明
パ
ネ
ル
も
設
置
し
ま
し
た
。
現
在
も
石
碑
の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー

や
町
お
こ
し
に
つ
な
が
る
活
動
を
展
開
。
高
校
生
の
意
見
が
町

に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
ん
で
い
ま
す
。

石
碑
マ
ッ
プ
と
説
明
パ
ネ
ル
作
製

石
碑
マ
ッ
プ
と
説
明
パ
ネ
ル
作
製

岩
手
県
立
山
田
高
等
学
校

今
に
つ
な
が
る
教
訓

ガイドツアーで参加者を案内する生徒たち

ガイドマップを手に笑顔を見せる左から佐々木茉莉花さん、上林美玖さん、佐々木恵麻さん

被
災
経
験
、あ
り
の
ま
ま
伝
え
る



　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で

は
、
震
災
遺
構
の
保
存
、
慰
霊
碑

や
追
悼
施
設
の
整
備
な
ど
、
震
災

の
実
情
と
教
訓
を
次
世
代
に
語
り

継
ぐ「
震
災
伝
承
」の
取
り
組
み
が

活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
各
地

の
取
り
組
み
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

す
る
こ
と
で
教
訓
を
よ
り
効
果

的
・
効
率
的
に
学
べ
る
仕
組
み
を

構
築
し
よ
う
と
発
足
し
た
の
が「
震

災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
」。

２
０
１
８
年
７
月
に
東
北
地
方
整

備
局
と
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福

島
各
県
と
仙
台
市
に
よ
る
行
政
主

体
で
設
立
さ
れ
、
22
年
2
月
か
ら

復
興
庁
も
参
画
し
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
の
実
情
、

教
訓
を
伝
え
る
津
波
被
災
碑
や
震

災
遺
構
、
当
時
の
映
像
や
写
真
を

展
示
す
る
伝
承
館
と
い
っ
た
施
設

を「
震
災
伝
承
施
設
」と
し
て
登
録
。

こ
う
し
た
震
災
伝
承
施
設
や
復

興
祈
念
公
園
が
連
携
し
て
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化
す
る
こ
と
で
、

訪
問
者
と
現
地
の
人
々

と
の
交
流
促
進
や
地
域

創
生
、
地
域
の
防
災
力
強

化
も
目
指
し
て
い
ま
す
。

19
年
8
月
に
は
民
間

主
導
に
よ
る
産
学
官
民

が
連
携
し
た「
一
般
財
団

法
人
3
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機

構
」（
Ｐ
８
）が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

震
災
伝
承
施
設
は
①
震
災
の
教

訓
が
理
解
で
き
る
も
の
、
②
震
災

時
の
防
災
に
貢
献
で
き
る
も
の
、

③
震
災
の
恐
怖
や
自
然
の
畏
怖
を

理
解
で
き
る
も
の
、
④
災
害
に
お

け
る
歴
史
的
・
学
術
的
価
値
が
あ

る
も
の
、
⑤
そ
の
他
、
の
い
ず
れ

か
1
つ
以
上
に
該
当
す
る
施
設
。

24
年
８
月
29
日
現
在
で
３
４
４
施

設
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

統
一
的
な
情
報
発
信
や
来
訪
さ

れ
る
方
々
が
円
滑
に
目
的
地
に
到

達
で
き
る
よ
う
第
３
分
類
の
施
設

で
は
、
統
一
の
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
を

用
い
た
標
識
で
案
内
す
る
ほ
か
、

印
刷
物
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
も
施

設
の
情
報
発
信
に
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム

を
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
施
設
関
係
者
が
集
ま
っ
て

状
況
を
確
認
し
、
展
示
、
伝
承
活

動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
課
題
を
共
有
す

る「
震
災
伝
承
施
設
交
流
会
議
」を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に「
一
般
財
団
法
人
3
・
11

伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
」と
も
連
携

し
て
教
訓
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化
や
防

災
教
育
、
パ
ネ
ル
展
の
開
催
、
復

興
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
啓
発
活

動
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
９

月
に
仙
台
市
で
行
わ
れ
た
土
木
学

会
全
国
大
会
で
も
震
災
伝
承
施
設

等
を
視
察
す
る
見
学
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

6

高田松原津波復興祈念公園

　
東
北
地
方
整
備
局
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、

　
東
北
地
方
整
備
局
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、

仙
台
市
、
復
興
庁
で
構
成
す
る「
震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議

仙
台
市
、
復
興
庁
で
構
成
す
る「
震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議

会
」。
東
日
本
大
震
災
の
実
情
や
教
訓
を
伝
え
る
各
地
の
遺
構
や

会
」。
東
日
本
大
震
災
の
実
情
や
教
訓
を
伝
え
る
各
地
の
遺
構
や

石
碑
、
施
設
な
ど
を「
震
災
伝
承
施
設
」と
し
て
登
録
し
て
ネ
ッ

石
碑
、
施
設
な
ど
を「
震
災
伝
承
施
設
」と
し
て
登
録
し
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
し
、
被
災
地
を
訪
れ
る
人
た
ち
が
現
地
で
効
果
的
・

ト
ワ
ー
ク
化
し
、
被
災
地
を
訪
れ
る
人
た
ち
が
現
地
で
効
果
的
・

効
率
的
に
学
ぶ
た
め
に
役
立
つ
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

効
率
的
に
学
ぶ
た
め
に
役
立
つ
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

３
４
４
施
設
が
登
録

行
政
の
枠
を
超
え
設
立

〝
教
訓
が
、い
の
ち
を
救
う
〞

〝
教
訓
が
、い
の
ち
を
救
う
〞

３３
・・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
を
形
成

伝
承
ロ
ー
ド
を
形
成

震災伝承施設と案内標識

学びや備えに役立つ情報を発信

震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

各
地
の
学
び
・
備
え
を
有
機
的
に
繋
ぐ

各
地
の
学
び
・
備
え
を
有
機
的
に
繋
ぐ

パネル等による伝承活動（震災対策技術展）
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岩手県

青森県

釜石自動車道

東北中央自動車道

宮古盛岡横断道路

三陸自動車道

宮城県

福島県

東
北
自
動
車
道

みやぎ
県北道路

盛岡市●

八戸市●

一関市●

石巻市●

福島市●

いわき市●

●

仙台市　　　

20

❶

❷❸

❹

❺
❻

13
14
15

1617

18

2122

❽

19

12
1011❾

❼
26

23

25

27

28 29

30
3132

24

33
34

35

36
37

38

39

40

41
42

43

44
4546

47

48

49

50
51

525354

55

56

57

5859

60

61

62

63

64

65

67

69

6668

八戸市みなと体験学習館

青 森

震災伝承施設
第３分類

※2024年8月29日現在

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
久慈地下水族科学館
もぐらんぴあ
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
震災遺構明戸海岸防潮堤
島越ふれあい公園
羅賀ふれあい公園
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
野田村復興展示室
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
岩手県立図書館「I-ルーム」
仕事と学び複合施設
「イコウェルすみた」展示棟
大船渡市防災学習館

岩 手

❷
❸
❹

❺
❻
❼
❽

❾

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

❶

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
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）
蒲生なかの郷愁館

宮 城

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

47
48
49
50
51
52

53
54
55

56
57

アクアマリンふくしま
いわき市ライブいわきミュウじあむ
 「3.11いわきの東日本大震災展」
いわき市地域防災交流センター 
久之浜・大久ふれあい館
相馬市伝承鎮魂祈念館
福島県環境創造センター交流棟
「コミュタン福島」
小峰城
みんなの交流館  ならはCANvas
いわき震災伝承みらい館
東日本大震災・原子力災害伝承館
National Training Center Jヴィレッジ
震災遺構浪江町立請戸小学校
とみおかアーカイブ・ミュージアム

58
59

60

61
62

63
64
65
66
67
68
69

福 島石巻南浜津波復興祈念公園

福島県復興祈念公園

　
東
北
地
方
整
備
局
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、

仙
台
市
、
復
興
庁
で
構
成
す
る「
震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議

会
」。
東
日
本
大
震
災
の
実
情
や
教
訓
を
伝
え
る
各
地
の
遺
構
や

石
碑
、
施
設
な
ど
を「
震
災
伝
承
施
設
」と
し
て
登
録
し
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
し
、
被
災
地
を
訪
れ
る
人
た
ち
が
現
地
で
効
果
的
・

効
率
的
に
学
ぶ
た
め
に
役
立
つ
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

〝
教
訓
が
、い
の
ち
を
救
う
〞

３
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
を
形
成

　震災伝承施設は右記①～⑤
いずれか1つ以上の条件を満た
す施設を「第1分類」、加えて公共
交通機関等の利便性が高かった
り、近隣に駐車場があったりと、
来訪者が訪問しやすい環境にあ
る施設を「第2分類」、さらに案内
員が配置されていたり、語り部活
動が行われたりと行った、来訪者
の理解しやすさに配慮している施設を「第3分類」
にランク付けしています。日本語と英語で施設名を
表記し、津波と施設をかたどった絵文字（ピクトグ
ラム）を加えた案内標識も設置されて国内外の旅
行者へ分かりやすい目印となっています。

震災伝承施設と案内標識震災伝承施設と案内標識

学びや備えに役立つ情報を発信学びや備えに役立つ情報を発信

青森県防災ハンド
ブック「あおもりお
まもり手帳」▼

青森県

3.11伝承ロード
ふくしま
▼

福島県

いわて震災津波
アーカイブ
～希望～▼

岩手県

新たなメモリアル
施設に向けた検討
を進めています▼

仙台市

みやぎオンライン
伝承館
▼

宮城県

るるぶ特別編集 東
日本大震災伝承施
設ガイド▼

復興庁

震災伝承館
▼

わくわくスクール
▼

出前講座
▼

東北地方整備局

震
災
伝
承
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

各
地
の
学
び
・
備
え
を
有
機
的
に
繋
ぐ

問／震災伝承ネットワーク協議会事務局
（国土交通省東北地方整備局企画部）
TEL022-225-2171



　

ス
タ
ー
ト
の
地
は
北
か
南
か
。

悩
ん
だ
が
、
熱
い
思
い
を
伝
え
る

た
め
に
は
南
か
ら
行
こ
う
と
、
福

島
県
い
わ
き
市
と
決
め
た
。
ゴ
ー

ル
の
青
森
ま
で
到
達
で
き
る
か
、

わ
れ
わ
れ
メ
ン
バ
ー
の
や
る
気
に

か
か
っ
て
い
る
。

　

初
日
７
月
25
日
の
空
模
様
は
す

こ
ぶ
る
悪
く
、
雷
が
鳴
り
い
つ
土

砂
降
り
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
よ

う
な
暑
い
日
だ
っ
た
。

　

ま
ず
訪
ね
た
の
は
、
第
２
分
類

の
井
戸
沢
断
層（
写
真
①
）。
東
日

本
大
震
災
の
ち
ょ
う
ど
１
カ
月
後

の
２
０
１
１
年
４
月
11
日
に
発

生
し
た「
福
島
県
浜
通
り
地
震
」で

出
現
し
た
断
層
だ
。
い
わ
き
市

で
は
震
度
６
弱
を
観
測
し
た
こ
の

地
震
の
震
央
は
田
人
地
区
で
、
震

源
の
深
さ
は
６
㌔
と
浅
く
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
は
７
．
０
。
震
央
近
く

の
井
戸
沢
断
層
が
、
正
断
層
に
よ

り
西
側
が
沈
降
し
た
。

　

実
は
こ
の
断
層
に
３
年
前
も
来

て
い
て
、
そ
の
際
に
も
案
内
い
た

だ
い
た
元
い
わ
き
市
田
人
支
所（
現

い
わ
き
市
美
術
館
副
館
長
）の
下
山

田
誠
さ
ん
、
さ
ら
に
今
回
は
田
人

8

　

３
・

　

３
・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
は
、
今
年
発
足
５
周
年
。
こ

伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
は
、
今
年
発
足
５
周
年
。
こ

の
機
会
に
当
機
構
職
員
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い「
第
１
分

の
機
会
に
当
機
構
職
員
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い「
第
１
分

類
」「
第
２
分
類
」を
中
心
と
す
る
震
災
伝
承
施
設
を
取
材
し
、

類
」「
第
２
分
類
」を
中
心
と
す
る
震
災
伝
承
施
設
を
取
材
し
、

現
地
の
方
々
の
思
い
な
ど
の
見
聞
を
記
録
し
な
が
ら「
３
・

現
地
の
方
々
の
思
い
な
ど
の
見
聞
を
記
録
し
な
が
ら「
３
・
1111
伝伝

承
ロ
ー
ド
」の
震
災
伝
承
を
支
え
る
施
設
の
意
義
や
役
割
、
価
値

承
ロ
ー
ド
」の
震
災
伝
承
を
支
え
る
施
設
の
意
義
や
役
割
、
価
値

を
改
め
て
考
え
ま
す
。

を
改
め
て
考
え
ま
す
。

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く第１回  福島県いわき市～広野町

取材・執筆・写真／3.11伝承ロード推進機構　業務執行理事　原田 吉信

①

学
術
的
に
も
貴
重
な
断
層

３
・
３
・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

発
足
５
周
年
・
震
災
伝
承
施
設
紀
行
文

発
足
５
周
年
・
震
災
伝
承
施
設
紀
行
文

　2019年8月に発足して以来、東日本大
震災の時事や教訓を伝えるために被災地
の震災伝承施設（P6・7に関連記事）とと
もにそのネットワークを活用し、情報発信
やセミナー、パネル展開催による啓発活
動、研修会、受託事業といった被災地への
ツーリズム、震災活動を映像で残すアーカ
イブなどを柱に活動を行ってきました。24
年8月に5周年を迎えたことから、これまで
の活動を振り返り、今後の活動を展望する
取り組みについても検討していきます。

3.11伝承ロード推進機構3.11伝承ロード推進機構



地
区
振
興
協
議
会
の
蛭
田
秀
美
さ

ん
と
語
り
部
の
斉
藤
富
士
代
さ
ん

に
同
席
い
た
だ
き
、
お
話
を
伺
っ

た（
写
真
②
）。

　

斉
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
断
層
が

出
現
し
た
震
災
直
後
か
ら
多
く
の

研
究
者
、
専
門
家
が
訪
れ
、
13
年

た
っ
た
今
で
も
多
い
と
き
に
は
月

50
人
も
が
見
学
に
来
る
と
い
う
。

　

断
層
か
ら
２
０
０
㍍
ほ
ど
西
側

に
あ
る
斉
藤
さ
ん
宅
前
に
は
見
学

用
の
駐
車
場
、
ご
自
宅
隣
に
休
憩

ス
ペ
ー
ス
も
設
け
ら
れ
、
見
学
者

に
、
い
つ
何
の
目
的
で
訪
れ
た
か

を
断
層
訪
問
者
記
録
票
に
記
入
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
今
年
4
月
に

は
テ
レ
ビ
取
材
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

断
層
へ
の
関
心
は
決
し
て
低
下
し

て
い
な
い
。

　

宣
伝
し
な
く
て
も
こ
の
断
層
に

今
で
も
見
学
者
が
途
絶
え
な
い
の

は「
正
断
層
で
の
断
層
崖
の
出
現
例

が
ほ
か
に
あ
ま
り
な
く
、
今
で
も

2
㍍
の
ず
れ
を
は
っ
き
り

と
確
認
で
き
る
貴
重
な
ジ

オ
資
源
で
あ
る
こ
と
が
大

き
い
」と
、
下
山
田
さ
ん
。

　

こ
の
断
層
を
調
べ
た
多

く
の
研
究
者
や
専
門
家
か

ら「
国
の
天
然
記
念
物
級

の
重
要
な
資
産
」と
聞
き
、

地
域
の
振
興
協
議
会
内
か

ら
も「
観
光
資
源
に
」と
の

意
見
が
上
が
っ
た
こ
と
も
。
国
の

天
然
記
念
物
の
指
定
は
ま
だ
な
い

が
地
域
振
興
協
議
会
で
は
こ
の
資

源
を
守
る
た
め
に
記
念
の
植
樹
を

行
い
、
見
学
者
の
た
め
に
月
1
回

の
草
刈
り
を
し
て
い
る
と
い
い「
全

て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」と
伺
っ
て
頭
が

下
が
る
思
い
だ
。

　

断
層
を
目
視
で
き
る
よ
う
に
、
16

年
に
は
剥
ぎ
取
り
標
本
２
枚
が
作
成

さ
れ
た
。
以
前
伺
っ
た
際
に
は
田
人

支
所
に
あ
っ
た
が
、
よ
り
多
く
の
方

に
見
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
22
年
4

月
に
移
設
さ
れ
た
。
現
在
は
1
枚

が
福
島
県
立
博
物
館
に
、
も
う
1

枚
が
い
わ
き
震
災
伝
承
み
ら
い
館

に
展
示
さ
れ
て
い
る（
写
真
③
）。

　

縦
3
㍍
、
横
2
㍍
と
大
き
く
地

層
の
石
や
土
砂
、
断
層
の
ず
れ
が

は
っ
き
り
と
リ
ア
ル
に
分
か
る
標

本
は
圧
巻
だ
。
い
わ
き
震
災
伝
承

み
ら
い
館
に
来
た
ら
、
ぜ
ひ
見
て

ほ
し
い
。

　

続
い
て
道
の
駅
よ
つ
く
ら
港
へ
。

道
の
駅
駅
長
白
土
健
二
さ
ん
に
、

第
2
分
類
の
震
災
伝
承
看
板
を
案

内
し
て
い
た
だ
く（
写
真
④
）。

　

津
波
で
流
さ
れ
た
船
が
直
接
衝

突
し
て
建
物
が
破
壊
さ
れ
、
い
つ

再
開
で
き
る
か
分
か
ら
な
い
状
況

だ
っ
た
こ
の
道
の
駅
は
、
被
災
が

少
な
か
っ
た
会
津
の
人
た
ち
の
支

援
も
あ
っ
て
、
１
カ
月
後
に
は
店

頭
販
売
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
ヤ
マ
ト
福
祉
財
団
復
興

支
援
に
よ
り
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
を
果
た
し
た
の
が
翌
年
8

月
。「
被
災
し
た『
3
・
11
』よ
り

も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た

『
8
・
11
』の
日
付
に
強
い
思
い
が

あ
る
」と
い
う
。

　

駅
の
海
側
の
柱
に
貼
ら
れ
た

７
０
０
枚
の
陶
板（
写
真
⑤
）1
枚

1
枚
を
当
時
支
援
し
て
も
ら
っ
た

人
の
声
と
思
っ
て
い
る
そ
う
で「
本

当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
」と
い
う
白

土
さ
ん
の
言
葉
が
印
象
的
だ
。

9

　

３
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
は
、
今
年
発
足
５
周
年
。
こ

の
機
会
に
当
機
構
職
員
が
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い「
第
１
分

類
」「
第
２
分
類
」を
中
心
と
す
る
震
災
伝
承
施
設
を
取
材
し
、

現
地
の
方
々
の
思
い
な
ど
の
見
聞
を
記
録
し
な
が
ら「
３
・
11
伝

承
ロ
ー
ド
」の
震
災
伝
承
を
支
え
る
施
設
の
意
義
や
役
割
、
価
値

を
改
め
て
考
え
ま
す
。

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く

常
磐
自
動
車
道

いわき市
382

15

❹

2
8

7 6

塩屋岬
豊間漁港

豊間公民館

4
塩屋岬

豊間漁港
豊間公民館

JR常磐線

JR磐越東線
399

289

49

6

1

5

9

3

10

②

④

⑤

支
援
へ
の
感
謝
新
た
に

教
訓
・伝
承
の
道「
3
・11
伝
承
ロ
ー
ド
」を
た
ど
り
、

東
日
本
大
震
災
の
事
実
や
記
憶
、経
験
を
学
ぶ

井戸沢断層 いわき市田人町黒田字塩ノ平222
問／田人地域振興協議会（田人支所内） TEL0246-69-2111

いわき震災伝承みらい館 いわき市薄磯3-11
問／TEL0246-38-4894

道の駅よつくら港(震災伝承看板)
いわき市四倉町5-218-1　問／TEL0246-32-8075
豊間公園 いわき市平豊間字大作72
問／一般財団法人いわき市公園緑地観光公社
　　TEL0246-43-0033

岩間防災緑地
いわき市岩間町岩下地内
問／福島県いわき建設事務所 TEL0246-24-6106

豊間防災緑地 いわき市平豊間字塩場地内
問／福島県いわき建設事務所 TEL0246-24-6106

豊間地区東日本大震災慰霊碑
いわき市平豊間字市下町149-1
問／ふるさと豊間復興協議会 TEL0246-98-6100

薄磯防災緑地 いわき市平薄磯一丁目、三丁目地内
問／福島県いわき建設事務所 TEL0246-24-6106

久之浜防災緑地
いわき市久之浜町久之浜東三松地内 
問／福島県いわき建設事務所 TEL0246-24-6106

ひろの防災緑地 広野町下浅見川 
問／福島県富岡土木事務所 TEL0240-23-5558

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

③

３
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

発
足
５
周
年
・
震
災
伝
承
施
設
紀
行
文

3.11伝承ロード推進機構



　

こ
の
日
の
最
後
に
、
い
わ
き
震

災
伝
承
み
ら
い
館
の
語
り
部
小
野

陽
洋
さ
ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
い

た
の
は
豊
間
地
区
に
造
成
さ
れ
た

住
宅
地
の
一
角
に
あ
る
豊
間
公
園
。

　

こ
れ
ま
で
私
が
見
て
き
た
震
災

公
園
の
中
で
も
と
り
わ
け
規
模
が

大
き
く
、
そ
の
設
備
に
も
驚
く
。

ソ
ー
ラ
ー
発
電
街
灯
や
マ
ン
ホ
ー

ル
ト
イ
レ
、
ト
イ
レ
背
後
の
備
蓄

倉
庫
は
も
ち
ろ
ん
、
三
角
屋
根
に

テ
ン
ト
生
地
を
張
る
と
防
災
パ
ー

ゴ
ラ
に
な
る
東
屋
、
非
常
用
発
動

発
電
機
、
断
水
時
の
給
水
機
能
が

あ
る
水
道
施
設
と
、
災
害
に
お
け

る
避
難
所
と
し
て
の
備
え
が
半
端

で
は
な
い
。

　

４
０
０
人
が
収
容
可
能
な
ド
ー

ム
シ
ェ
ル
タ
ー
（
写
真
⑥
）は
全
天

候
型
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
、
普
段
か

ら
遊
び
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
、
地
区
の

お
祭
り
ま
で
天
候
を
気
に
せ
ず
に

利
用
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

翌
26
日
は
快
晴
。
こ
の
日
は
、

防
災
緑
地
を
中
心
に
巡
る
。

　

沿
岸
部
に
整
備
さ
れ
た
防
災
緑

地
は
、
津
波
か
ら
人
や
建
物
を
守

る「
防
災
」、
交
流
、
自
然
と
の
ふ

れ
あ
い
の
場
と
な
る「
地
域
振
興
」、

緑
豊
か
な「
景
観
・
環
境
の
再
生
・

形
成
」の
３
つ
の
機
能
が
あ
り
、
堤

防
や
道
路
と
組
み
合
わ
せ
た「
多
重

防
御
」の
防
災
機
能
が
共
通
す
る

特
徴
だ
。
一
方
、
整
備
計
画
に
は

地
域
の
特
色
が
反
映
さ
れ
、
そ
の

個
性
は
緑
地
ご
と
に
種
々
様
々
と

な
っ
て
い
る
。

　

い
わ
き
建
設
事
務
所
の
塩
谷
圭

太
郎
さ
ん
、
菅
野
靖
成
さ
ん
と
と

も
に
、
第
２
分
類
の
岩
間
防
災
緑

地
を
訪
ね
た
。

　

植
栽
さ
れ
て
い
る
の
は
防
潮
・

防
風
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
ク
ロ

マ
ツ
を
は
じ
め
、
ク
ヌ
ギ
や
コ
ナ

ラ
、
エ
ゴ
ノ
キ
、
ス
ダ
ジ
イ
、
タ

ブ
ノ
キ
な
ど（
写
真
⑦
）。
地
域
に

愛
さ
れ
続
け
る
緑
地
を
つ
く
る
た

め
、
住
民
の
要
望
を
聞
き
な
が
ら

生
物
多
様
性
に
配
慮
し
、
こ
の
岩

間
防
災
緑
地
に
は
近
く
の
神
社
か

ら
も
樹
種
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。

　

目
を
引
く
の
が
、
N
P
O
法
人

勿
来
ま
ち
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
が
東
京
藝
術
大
学
な
ど
の

協
力
を
得
て
設
置
し
た
卵
形
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト「
き
み
と
」（
写
真
⑧
）。

住
民
た
ち
が
被
災
し
た
当
時
の
経

験
を
語
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
音
声

や
映
像
な
ど
を
収
め
た
タ
イ
ム
カ

プ
セ
ル
も
設
置
さ
れ
、
２
０
３
１

年
３
月
11
日
に
開
け
ら
れ
る
予
定

だ
。

　

緑
地
内
に
は
東
日
本
大
震
災
の

津
波
で
破
壊
さ
れ
た
か
つ
て
の
防

潮
堤
の
一
部
も
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と

し
て
設
置
さ
れ
、
記
憶
を
風
化
さ

せ
ま
い
と
す
る
地
域
の
強
い
思
い

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

続
い
て
訪
れ
た
の
は
豊
間
防
災

緑
地
。
サ
ー
フ
ァ
ー
た
ち
の
駐
車

場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
防
災
緑

地
が
住
宅
街
へ
の
迷
惑
駐
車
を
減

ら
す
一
助
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う

だ
。「
豊
間
、
薄
磯
、
沼
ノ
内
の
3

地
区
で
は『
復
興
さ
く
ら
の
会
』に

よ
る
植
樹
も
行
わ
れ
、
開
花
時
期

や
特
徴
の
異
な
る
５
品
種
の
桜
が

植
え
ら
れ
て
い
る
」と
菅
野
さ
ん
。

　

こ
の
豊
間
防
災
緑
地
の
す
ぐ
近

く
、
豊
間
中
央
集
会
所
の
敷
地
に

第
２
分
類
の
豊
間
地
区
東
日
本
大

震
災
慰
霊
碑（
写
真
⑨
）が
建
立
さ

れ
て
い
る
。

　

豊
間
区
区
長
橋
本
和
彦
さ
ん（
写

真
⑩
）に
伺
う
と
、
慰
霊
碑
を
囲
む

柱
が
10
本
な
の
は
当
時
、
地
区
に

あ
っ
た
町
内
会
の
数
だ
と
い
う
。

震
災
前
に
６
３
０
だ
っ
た
世
帯
数

は
震
災
後
２
３
０
ま
で
減
っ
た
も

の
の
、
そ
の
後
子
育
て
世
代
を
中

心
と
す
る
地
区
外
か
ら
の
移
住
の

働
き
か
け
に
力
を
入
れ
、
２
０
０

世
帯
も
の
移
住
者
を
呼
び
込
ん
だ
。

毎
年
３
月
11
日
に
開
か
れ
る
慰
霊

祭
で
は
、
橋
本
さ
ん
た
ち
が「
私
た

ち
に
は
忘
れ
た
く
て
も
忘
れ
ら
れ
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　小野さんの車のラッピングにも驚いた。荷台を
オープン化したオフロード仕様の軽ワゴンに「いわ
き七浜イケメンプロジェクト」のキャラクターがデザ
インされ、かなり目立つ。いわき市にある7つの海を
擬人化したキャラクターを通じて、いわき七浜をPR
しているという。

⑥

⑦

⑧

公
園
に
災
害
時
の
備
え

地
域
の
思
い
を
反
映

記
憶
を
伝
え
続
け
る



な
い
」と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
慰

霊
碑
の
文
言
を
読
み
上
げ
、
新
し

い
住
民
た
ち
に
も
当
時
の
経
験
を

伝
え
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
足
で
、
い
わ
き
市
内
で
最

も
被
害
が
大
き
か
っ
た
薄
磯
地
区

に
向
か
う
。

　

津
波
に
遭
い
な
が
ら
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
っ
た「
奇

跡
の
ピ
ア
ノ
」の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も

知
ら
れ
る
豊
間
中
学
校
が
あ
っ
た

場
所
に
、
薄
磯
防
災
緑
地
が
整
備

さ
れ
て
い
る
。

　

豊
間
中
学
校
の
校
舎
を
震
災
遺

構
と
し
て
保
存
す
る
か
否
か
議
論

が
あ
っ
た
と
い
い
、
校
舎
の
保
存

は
断
念
さ
れ
た
も
の
の
、「
豊
か
な

人
間
性
」の
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
碑

と
位
置
を
示
す
緯
度
・
経
度
の
石

碑
、
校
舎
の
当
時
の
形
状
を
か
た

ど
っ
た
敷
石
と
、
防
災
緑
地
の
至

る
所
に
豊
間
中
学
校
の
思
い
出
を

見
る
こ
と
が
で
き
る（
写
真
⑪
）。

　

そ
し
て
11
・
2
㌶
と
い
わ
き
管

内
で
最
も
面
積
の
広
い
、
第
１
分

類
の
久
之
浜
防
災
緑
地
。
津
波
被

害
を
受
け
な
が
ら
倒
壊
を
免
れ
た

「
稲
荷
神
社（
秋
葉
神
社
）」（
写
真

⑫
）が
隣
接
し
、
境
内
に「
東
日
本

大
震
災
追
悼
伝
承
之
碑
」（
写
真
⑬
）

が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
碑
に
刻
ま

れ
た「
大
地
震
が
起
き
た
ら
大
津
波

が
来
る
。」「
直
ぐ
逃
げ
ろ
、
高
台

へ
。
一
度
逃
げ
た
ら
絶
対
戻
る
な
。」

の
赤
字
の
教
訓
が
胸
に
迫
る
。

　

第
２
分
類
の
ひ
ろ
の
防
災
緑
地

（
写
真
⑭
）は
福
島
県
内
で
最
も
早

い
２
０
１
６
年
12
月
に
完
成
し
た

防
災
緑
地
だ
。

　

全
国
７
０
０
名
も
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
植
樹
さ
れ
た

木
々
は
、
今
回
巡
っ
た
緑
地
と
比

べ
て
も
生
長
が
顕
著
で
手
入
れ
が

行
き
届
い
て
い
る
。

　

驚
く
の
は
、
こ
の
緑
地
の
維
持

管
理
に「
ひ
ろ
の
防
災
緑
地
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
」と
呼
ば
れ
る
地
域

の
方
も
参
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

事
務
局
で
も
あ
る
富
岡
土
木
事

務
所
の
島
実
さ
ん
、
佐
藤
力
裕
さ

ん
に
よ
る
と
、
ク
ラ
ブ
に
は
町
内

外
の
85
名
が
登
録
し
て
い
る
と
い

う
。
月
２
回
の
活
動
日
に
は
、
緑

色
の
の
ぼ
り
を
掲
げ
て（
写
真
⑮
）

枝
打
ち
や
花
壇
の
掘
り
起
こ
し
、

ベ
ン
チ
の
補
修
と
い
っ
た
作
業
を

官
民
協
働
で
行
っ
て
い
る
。

　

防
災
緑
地
が
守
り
育
て
ら
れ
て

き
た
背
景
に
地
域
の
方
々
の
尽
力

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。
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⑩⑪ ⑨
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携
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明
治
三
陸
地
震
津
波
を
悼
む

「
海か

い
し
ょ
う嘯
遭
難
記
念
之
碑
」は
犠
牲
者

の
33
回
忌
に
当
た
る
１
９
２
８
年

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
ば
の
案

内
板
に
全
文
の
現
代
語
訳
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
日
が
暮
れ
て
か
ら
地
震
が
３
度

ほ
ど
あ
り
、
午
後
８
時
ご
ろ
、
海

の
方
で
突
然
雷
の
よ
う
な
音
が

し
、
間
も
な
く
荒
れ
狂
う
大
波
が

高
々
と
押
し
寄
せ
て
き
て
地
区
の

８
０
０
人
の
命
を
奪
い
、
３
０
０

の
民
家
を
破
壊
し
た
」

　
「
人
々
が
働
い
て
築
い
た
財
産
も

こ
の
町
も
一
瞬
の
う
ち
に
破
壊
さ

れ
、
真
っ
暗
な
波
間
に
漂
う
兄
弟

姉
妹
の
叫
び
声
が
亡
霊
の
よ
う
に

耳
に
残
り
、
わ
ず
か
に
生
き
残
っ

た
人
も
二
十
数
人
だ
け
で
疲
れ

切
っ
て
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で

あ
る
」

　

碑
文
の
一
部
は
震
災
の
津
波
で

は
が
れ
、
流
失
し
ま
し
た
。
碑
は

震
災
後
、
修
復
し
補
強
さ
れ
ま
し

た
が
、
流
失
部
分
は
津
波
の
威
力

を
伝
え
る
た
め
に
あ
え
て
直
さ
ず
、

そ
の
ま
ま
に
し
た
そ
う
で
す
。

　

向
か
っ
て
左
側
に
立
つ「
昭
和
八

年
津
波
記
念
碑
」は
、
昭
和
三
陸
地

震
津
波
の
石
碑
で
す
。
震
災
の
津

波
で
石
碑
そ
の
も
の
が
流
失
し
、

一
時
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
ち
ら
の
石
碑
に
は
、
被
災
時

の
様
子
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

一
文
が
大
き
な
字
で
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。「
大
き
な
津
波
を
乗
り
越
え

て
、
負
け
な
い
雄
々
し
い
心
を
も
っ

て
、
復
興
に
向
け
て
進
も
う
」（
意

訳
）と
い
う
内
容
で
す
。
現
代
で
も

通
用
す
る
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
打

ち
出
し
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の「
津
波
記
憶

石
」は
昭
和
八
年
津
波
記
念
碑
の
斜

め
後
ろ
に
あ
り
ま
す
。
一
般
社
団

法
人
全
国
優
良
石
材
店
の
会
と
釜

石
市
が
中
心
と
な
り
、
２
０
１
２

年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

石
碑
は
五
つ
で
中
央
に
あ
る
メ

イ
ン
の
碑
に
は「
伝
え
つ
な
ぐ
大
津

波　

２
０
１
１　

３
・
11
」と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
メ
イ
ン
の
碑
に
向

か
っ
て
左
右
各
２
基
ず
つ
配
置
さ

れ
た
石
碑
に
は
当
時
、
地
区
の
小

学
４
年
〜
中
学
３
年
の
子
ど
も
た

ち
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。

　
「
つ
な
み
て
ん
で
ん
こ
。
自
分
で

自
分
の
命
を
ま
も
れ
。
じ
し
ん
が

来
た
ら
す
ぐ
高
い
と
こ
ろ
へ
」（
小

学
４
年
男
子
）

　
「
１
０
０
回
逃
げ
て
、
１
０
０
回

来
な
く
て
も　

１
０
１
回
目
も
必

ず
逃
げ
て
」（
中
学
２
年
女
子
）

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
震

災
で
得
た
教
訓
を
飾
ら
ず
、
自
分

の
言
葉
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
訴
え
て

い
ま
す
。

　

唐
丹
町
は
明
治
、
昭
和
の
津
波

を
経
て
、
震
災
で
は
最
大
30
㍍
ほ

ど
の
津
波
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
時

代
を
越
え
て
も
訴
え
た
い
思
い
は

同
じ
で
す
。
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釜
石
市
唐
丹
町
本
郷
に
は
明
治
、昭
和
の
三
陸

地
震
津
波
と
東
日
本
大
震
災
の
三
つ
の
津
波
を
物

語
る
石
碑
が
並
ん
で
立
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
ま

す
。石
碑
に
は
津
波
の
記
憶
を
後
世
に
伝
え
、次
に

備
え
る
よ
う
に
と
、当
時
を
生
き
た
人
た
ち
の
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

小
中
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

左から昭和、明治の三陸地震津波を伝える石碑

東
日
本
大
震
災
の
石
碑
は
5
基
が
セ
ッ
ト
で
並
ぶ

先人の思いが刻まれる先人の思いが刻まれる
釜石市唐丹町・三つの津波を伝える石碑群

釜石南IC

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
沿
岸
道
路

唐丹湾唐丹湾三陸鉄道
リアス線
三陸鉄道
リアス線

唐丹駅唐丹駅

石碑群石碑群

唐丹グラウンド唐丹グラウンド

45
249

MAP

所在地／岩手県釜石市唐丹町本郷地区
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い
わ
き
市
は
震
災
で
最
大
８・５

㍍
の
津
波
が
襲
来
し
、
沿
岸
部
に
甚

大
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
人
的

被
害
は
直
接
死
２
９
３
人
、
関
連
死

１
３
８
人
、
行
方
不
明
者
数
37
人
。

建
物
被
害
は
全
壊
７
９
０
２
戸
、

大
規
模
半
壊
９
２
５
３
戸
に
上
り

ま
す（
２
０
２
４
年
２
月
現
在
）。

　

市
内
出
身
の
内
田
市
長
は

１
９
９
６
年
に
文
部
省（
現
文
部
科

学
省
）に
入
省
。
幼
児
教
育
課
に
在

籍
し
、
認
定
こ
ど
も
園
の
制
度
づ

く
り
な
ど
に
携
わ
り
、
２
０
２
１

年
の
市
長
選
に
出
馬
し
て
初
当
選

し
ま
し
た
。

　
「
震
災
か
ら
13
年
半
が
た
ち
、
土

地
区
画
整
理
事
業
な
ど
ハ
ー
ド
面

の
整
備
が
完
了
し
た
一
方
で
、
災

害
公
営
住
宅
で
暮
ら
す
方
の
高
齢

化
や
孤
立
と
い
っ
た
新
た
な
課
題

が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
方
々
の
生
き
が

い
づ
く
り
な
ど
、
心
の
復
興
に
つ

い
て
は
こ
れ
か
ら
が
正
念
場
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

い
わ
き
市
で
は
２
０
１
９
年
の

令
和
元
年
東
日
本
台
風（
関
連
死
含

め
て
死
者
14
人
）、
23
年
の
台
風
13

号（
死
者
1
人
）と
、
近
年
も
立
て

続
け
に
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
」「
災

害
死
ゼ
ロ
」を
掲
げ
た
施
策
に
も
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。

22
年
8
月
に
創
設
し
た「
い
わ
き

市
登
録
防
災
士
」で
は
、
い
わ
き
市

在
住
で
防
災
士
の
資
格
を
持
つ
市

民
に
登
録
を
働
き
か
け
、
災
害
が

起
き
た
場
合
に
は
高
齢
者
へ
の
避

難
の
呼
び
掛
け
や
避
難
所
の
運
営

を
担
っ
て
も
ら
う
制
度
で
２
７
４

人（
６
月
30
日
現
在
）が
登
録
し
て

い
ま
す
。

　

震
災
後
、
い
わ
き
市
が
示
し
た

復
興
計
画
の
中
で
重
点
施
策
に
挙

げ
ら
れ
た
の
が
、
約
９
割
が
津
波

で
浸
水
し
た
小
名
浜
港
背
後
地
地

区
の
復
旧
で
す
。
２
０
１
３
年
か

ら
約
５
年
を
か
け
た
再
開
発
で
は
、

大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
を
誘

致
し
、
親
水
エ
リ
ア
の「
ア
ク
ア
マ

リ
ン
パ
ー
ク
」と
市
街
地
を
一
体
的

に
整
備
し
た
、
新
た
な
ま
ち
が
誕

生
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が

ほ
ぼ
完
了
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
就

任
し
た
内
田
市
長
は
、
若
者
が
戻
っ

て
き
た
い
と
思
え
る
ま
ち
づ
く
り

の
実
現
を
掲
げ
て
い
ま
す
。「
い
わ

き
市
に
は
15
の
工
業
団
地
が
あ
り

東
北
有
数
の
工
業
都
市
で
す
。
そ
の

た
め
就
職
を
希
望
す
る
高
校
生
は

地
元
に
残
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、

約
６
割
の
若
者
は
学
校
を
卒
業
後
、

市
外
で
進
学
ま
た
は
就
職
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
企
業
誘
致
や
本
社
機

能
移
転
を
積
極
的
に
進
め
て
い
き
、

雇
用
の
確
保
や
子
育
て
世
代
が
暮

ら
し
や
す
い
生
活
環
境
の
整
備
を

進
め
た
い
」と
強
調
し
ま
す
。

　

い
わ
き
市
最
大
の
津
波
被
害
に

見
舞
わ
れ
た
薄
磯
地
区
の「
い
わ
き

震
災
伝
承
み
ら
い
館
」は
開
館
か
ら

４
年
が
た
ち
、
現
在
は
首
都
圏
か

ら
の
教
育
旅
行
で
の
利
用
が
増
え

て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
「
語
り
部
の
講
話
や
実
物
資
料
の

展
示
を
通
し
て
、
今
後
も
震
災
の

脅
威
を
次
世
代
に
伝
え
て
い
き
た

い
。
常
磐
湯
本
町
に
あ
る『
石
炭
・

化
石
館　

ほ
る
る
』も
一
緒
に
見
学

し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

産
業
の
歴
史
や
問
題
点
に
つ
い
て

一
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の

が
強
み
で
す
」と
内
田
市
長
。

　
「
震
災
以
降
、
２
度
に
わ
た
る
大

型
台
風
を
経
験
し
、
市
職
員
の
災

害
対
応
能
力
の
向
上
を
感
じ
て
い

ま
す
。
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
自
助
・
共
助
・
公

助
の
精
神
で
あ
ら
ゆ
る
世
代
が
支

え
合
え
る
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
」と
話
し
ま
す
。

「アクアマリンふくしま」や「イオンモールいわき小名浜」が立地し、
いわき市の観光の要となっている小名浜港背後地地区
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福
島
県
浜
通
り
南
部
の
臨
海
都
市
で
福
島
県
最
大
の
面
積
を
誇

る
い
わ
き
市
は
、「
逃
げ
遅
れ
ゼ
ロ
」「
災
害
死
ゼ
ロ
」を
掲
げ
た
危

機
管
理
モ
デ
ル
都
市
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
震
災
以
降
、

2
度
の
大
き
な
台
風
を
経
験
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
防
災
教
育
や

市
民
参
加
型
の
防
災
訓
練
な
ど
を
通
し
、
市
民
一
丸
で
災
害
を
乗

り
越
え
る
文
化
を
育
ん
で
い
ま
す
。

お話を伺った方
内田広之市長

3.11伝承ロード

若
者
の
流
出
抑
制
へ

震災時の被災状況（薄磯地区）

市民一丸で災害乗り越える  いわき市

先人の思いが刻まれる

三
陸
沿
岸
道
路

唐丹湾三陸鉄道
リアス線

唐丹駅

石碑群

唐丹グラウンド



　

か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上
は
市
町

村
や
国
、
民
間
の
連
携
に
よ
る
河

川
空
間
を
活
用
し
た
事
業「
か
わ
ま

ち
づ
く
り
」の
一
環
で
開
設
さ
れ
ま

し
た
。
名
取
川
沿
い
に
整
備
さ
れ

た
幅
の
広
い
堤
防
側
帯
の
上
に
建

設
さ
れ
た
２
棟
と
、
堤
防
か
ら
降

り
た
街
側
に
あ
る
１
棟
、
戸
建
４

軒
で
構
成
。
開
業
か
ら
５
年
が
経
っ

た
今
は
、
飲
食
店
や
水
産
加
工
品

店
、
酒
造
店
、
美
容
室
、
コ
イ
ン

ラ
ン
ド
リ
ー
な
ど
27
店
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
８
店
は
震

災
前
か
ら
閖
上
地
区
で
営
業
し
、

移
転
し
ま
し
た
。

　

閖
上
で
生
ま
れ
育
っ
た
、
か
わ

ま
ち
て
ら
す
閖
上
代
表
の
櫻
井
広

行
さ
ん
は「
こ
こ
は
多
く
の
住
宅
が

立
ち
並
び
、
商
店
街
や
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
も
あ
る
閖
上
の
中
心

地
で
し
た
」と
震
災
前
の
様
子
を
語

り
ま
す
。
震
災
に
よ
る
大
津
波
は

名
取
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
あ
ふ
れ
、

住
宅
な
ど
に
流
れ
込
み
ま
し
た
。

「
多
く
の
建
物
が
押
し
潰
さ
れ
て
い

ま
し
た
」と
津
波
襲
来
後
の
惨
状
を

明
か
し
ま
す
。

　

震
災
後
、
地
元
事
業
者
ら
が
仮

設
商
店
街
の
閖
上
さ
い
か
い
市
場

を
開
設
。
本
設
の
案
も
浮
上
し
ま

し
た
が
、
賛
同
者
は
少
な
く
計
画

は
頓
挫
。
そ
の
よ
う
な
中
、
か
わ

ま
ち
て
ら
す
閖
上
の
開
設
が
決
ま

り
、
仮
設
商
店
街
で
営
業
し
て
い

た
一
部
の
事
業
者
と
、
新
規
の
事

業
者
が
テ
ナ
ン
ト
と
し
て
入
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
明
け
、
さ
ら
な
る
に

ぎ
わ
い
を
も
た
ら
そ
う
と
多
彩
な

企
画
を
次
々
と
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
４
月
に
、
タ
イ
の

三
輪
自
転
車
ト
ゥ
ク
ト
ゥ
ク（
※
）

の
運
行
を
開
始
。
市
震
災
復
興
伝

承
館
ま
で
、
名
取
川
の
堤
防
側
帯

上
を
無
料
で
往
復
し
て
い
ま
す
。

翌
年
５
月
に
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ス

ペ
ー
ス
を
開
設
。

　

さ
ら
に
24
年
２
月
に
は「
か
わ
ま

ち
夜
市
」を
５
年
ぶ
り
に
復
活
さ

せ
、
以
降
、
毎
月
第
２
土
曜
夜
に

開
催
し
て
い
ま
す
。
櫻
井
さ
ん
は

「
こ
こ
か
ら
仙
台
市
街
の
明
か
り
を

一
望
で
き
ま
す
。
夜
市
の
日
に
限

ら
ず
夜
景
を
楽
し
み
、
お
い
し
い

も
の
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て

も
ら
え
た
ら
」と
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。

　

周
遊
船「
ゆ
り
あ
げ
丸
」（
※
）が

か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上
発
着
で
運

航
。
水
上
散
策
が
楽
し
め
、
閖
上

地
区
の
魅
力
を
広
め
ま
す
。

　

震
災
で
自
身
の
水
産
会
社
も
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
櫻
井
さ
ん
は

「
震
災
後
、
生
活
や
商
売
を
続
け
ら

れ
な
い
、
新
た
な
建
物
を
建
設
で

き
な
い
と
い
っ
た
被
災
地
も
あ
る

中
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
が
進
め

ら
れ
た
閖
上
は
恵
ま
れ
て
い
る
方

だ
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
方
に
、

今
の
閖
上
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
た

い
で
す
」と
前
を
向
き
ま
す
。

※
運
行
・
運
航
の
日
時
や
ル
ー
ト
は
随
時
確
認
を
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東
日
本
大
震
災
で
津
波
に
よ
る
大
き
な
被
害
を
受
け
た
名
取

市
閖
上
地
区
は
、
復
興
工
事
に
よ
る
か
さ
上
げ
や
道
路
整
備
が

進
め
ら
れ
、
２
０
１
９
年
５
月
に「
閖
上
地
区
ま
ち
び
ら
き
」が

行
わ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、
名
取
川
に
架
か
る
閖
上
大
橋
近
く

に
商
業
施
設
の
か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上
が
オ
ー
プ
ン
。
地
区
の

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
１
つ
で
、
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

集
客
の
た
め
企
画
続
々

かわまちてらす閖上がある広い堤防側帯上は散歩やサイクリングコースとしても親しまれています

名取市震災
復興伝承館
名取市震災
復興伝承館

名取市震災メモリアル公園名取市震災メモリアル公園
ゆりあげ港朝市ゆりあげ港朝市

閖上小中閖上小中

仙
台
東
部
道
路

仙
台
東
部
道
路

名取IC

129

10

名取川
名取川

閖上大橋閖上大橋 かわまちてらす
閖上
かわまちてらす
閖上

MAP

所在地／宮城県名取市閖上中央1-6
TEL022-399-6848

トゥクトゥクで走行しやすい広い堤防

か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上

か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上

名
物
料
理
で
に
ぎ
わ
い
創
出

震
災
伝
承
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

周遊船「ゆりあげ丸」は民間連携の事業

道
の
駅
そ
う
ま

相馬市
伝承鎮魂祈念館

原釡尾浜防災緑地

相馬市
防災備蓄倉庫

JR常磐線

日立木駅
道の駅そうま

相馬駅
常
磐
自
動
車
道 第３分類 ●津波復興祈念資料館 閖上の記憶 名取市

閖上東3-5-1　●名取市震災メモリアル公園 名取市
閖上東2丁目・3丁目地内　●名取市震災復興伝承館 
名取市閖上東1-1-1
第2分類 ●下増田神社 名取市下増田字屋敷64 ●閖上
中学校遺族会 慰霊碑 名取市閖上西1-25 ●仙台空
港 名取市下増田字南原

　第3分類（訪問しやすく、案内員の配置や語り部活動な
ど、来訪者の理解の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）のみ紹介。

名
取
市

名
取
市

相
馬
市

名
取
川
と
街
を
見
渡
す

堤
防
側
帯
上
の
商
業
施
設



　
「
道
の
駅
そ
う
ま
」は
、
当
初
地

元
の
相
馬
商
工
会
議
所
が
運
営
し

て
い
ま
し
た
が
、
22
年
に
契
約

が
満
了
し
た
こ
と
か
ら
一
時
閉

館
。
そ
の
後
シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
が
経
営
を

引
き
継
ぎ
、
同
年
10
月
に
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

店
内
は
地
元
で
採
れ
た
野
菜
や

果
物
、
総
菜
類
が
そ
ろ
う
物
産
販

売
コ
ー
ナ
ー
の
他
、
相
馬
藩
第
34

代
相
馬
行
胤
さ
ん
が
営
む
牧
場
の

生
乳
を
使
っ
た
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

が
味
わ
え
る「
殿
様
ミ
ル
ク
ス
タ
ン

ド
S
Ｏ
M
A
」、
福
島
県
産
豚
肉
を

使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
扱
う「
キ
ッ
チ

ン
に
っ
た
き
」が
あ
り
ま
す
。

　

支
配
人
を
務
め
る
大
井
薫
さ
ん

は
南
相
馬
市
出
身
。
高
校
卒
業
後

に
地
元
を
離
れ
長
年
千
葉
県
で
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年
U
タ
ー

ン
。
デ
パ
ー
ト
の
テ
ナ
ン
ト
管
理

な
ど
を
行
っ
て
き
た
経
験
を
生
か

し
て
業
務
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

　
「
月
２
回
販
売
し
て
い
る
地
元
の

原
釜
漁
港
で
水
揚
げ
さ
れ
た
カ
レ

イ
の
唐
揚
げ
が
名
物
。
こ
れ
か
ら

も
お
客
さ
ま
に
喜
ば
れ
る
店
作
り

を
し
て
い
き
た
い
」と
笑
顔
を
見
せ

ま
す
。

　

海
岸
か
ら
約
４
㌔
離
れ
た「
道
の

駅
そ
う
ま
」は
東
日
本
大
震
災
時
、

津
波
の
直
接
的
な
被
害
は
な
く
、

瓦
が
落
ち
た
程
度
で
す
み
ま
し
た
。

　

当
時
を
知
る
相
馬
商
工
会
議
所

の
菅
野
千
香
さ
ん
は
、「
沿
岸
部
の

住
民
1
0
0
人
ほ
ど
が
道
の
駅
に

避
難
し
て
き
た
た
め
、
売
り
場
に

あ
っ
た
商
品
や
飲
料
を
提
供
し
ま

し
た
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
床
に
敷
い

た
だ
け
の
室
内
で
皆
さ
ん
不
安
な

一
夜
を
過
ご
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
」

と
振
り
返
り
ま
す
。

　
「
道
の
駅
そ
う
ま
」は
避
難
所
と

し
て
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
震
災
後
に
東
北
地
方

整
備
局
磐
城
国
道
事
務
所
か
ら
、

発
電
機
や
灯
油
ス
ト
ー
ブ
、
非
常

用
ト
イ
レ
、
毛
布
な
ど
が
支
給
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
停
電
時
に
は
手

動
で
開
閉
で
き
る
災
害
対
応
型
自

販
機
を
取
り
入
れ
る
な
ど
災
害
へ

の
備
え
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

売
り
場
に
併
設
す
る
道
路
情
報

館
に
は「
震
災
伝
承
コ
ー
ナ
ー
」が

設
け
ら
れ
て
い
て
、
津
波
に
よ
り

激
し
く
変
形
し
た
道
路
標
識
や
、

震
災
当
時
の
状
況
を
記
し
た
パ
ネ

ル
展
示
な
ど
を
通
し
て
、
相
馬
市

の
被
災
体
験
と
教
訓
を
後
世
に
伝

え
て
い
ま
す
。

　
「
旬
の
野
菜
や
果
物
、
加
工
品
を

中
心
に
品
ぞ
ろ
え
を
変
え
な
が
ら
、

い
つ
来
て
も
新
鮮
さ
を
感
じ
ら
れ

る
店
に
な
れ
ば
」と
大
井
さ
ん
は
話

し
ま
す
。
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避
難
者
を
受
け
入
れ

　

国
道
6
号
沿
い
に
あ
る「
道
の
駅
そ
う
ま
」は
2
0
0
3
年
4

月
に
オ
ー
プ
ン
。
22
年
10
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
新
し
く
レ

ス
ト
ラ
ン
や
ス
イ
ー
ツ
シ
ョ
ッ
プ
が
で
き
る
な
ど
、
さ
ら
に
魅

力
あ
ふ
れ
る
施
設
に
な
り
ま
し
た
。
震
災
時
に
被
災
者
を
受
け

入
れ
た
経
験
か
ら
、
防
災
資
機
材
を
備
蓄
す
る
な
ど
災
害
へ
の

備
え
も
行
っ
て
い
ま
す
。

相馬野馬追の「陣屋」をイメージした瓦屋根の建物

名取市震災
復興伝承館

名取市震災メモリアル公園
ゆりあげ港朝市

閖上小中

仙
台
東
部
道
路

閖上大橋 かわまちてらす
閖上

か
わ
ま
ち
て
ら
す
閖
上

名
物
料
理
で
に
ぎ
わ
い
創
出

震
災
伝
承
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

道
の
駅
そ
う
ま

道
の
駅
そ
う
ま

6

115

相馬市
伝承鎮魂祈念館
相馬市
伝承鎮魂祈念館

原釡尾浜防災緑地原釡尾浜防災緑地

相馬市
防災備蓄倉庫

相馬市
防災備蓄倉庫

JR常磐線JR常磐線

日立木駅日立木駅
道の駅そうま道の駅そうま

相馬IC
394

74

38

相馬駅相馬駅
常
磐
自
動
車
道

常
磐
自
動
車
道

所在地／福島県相馬市日下石金谷77-1
TEL0244-37-3938

相馬市・名取市の震災伝承施設

第３分類 ●相馬市伝承鎮魂祈念館 相馬市原釜字大
津270
第2分類 ●相馬市防災備蓄倉庫 相馬市坪田字宮東
25 ●相馬港沖防波堤災害復旧事業完了祈念銘板 相
馬市原釜字大津270　●震災伝承看板「津波被害か
ら地域を守った〈相馬バイパス〉」 相馬市光陽4-2-5　
●原釜尾浜防災緑地 相馬市原釜外　●震災伝承看
板「『松川大洲・大浜地区海岸堤防』の復旧（相馬市尾
浜）」 相馬市尾浜字松川〈市道大洲松川線〉

名
取
市

相
馬
市

相
馬
市

名
取
川
と
街
を
見
渡
す

堤
防
側
帯
上
の
商
業
施
設「東北中央自動車道ができて米沢方面から

のお客さまも増えた」と話す大井さん

MAP

震災の伝承と災害に対する意識を深めてもらうことを
目的に開設された「震災伝承コーナー」
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無料
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「震災遺構 旧女川交番」が隣接
　JR女川駅前広場から望む女川港。「レンガみち」と呼ばれるプ
ロムナードの左右には真新しい落ち着いた雰囲気の施設が並
ぶ。シーパルピア女川は道の駅おながわを構成するメインのテナ
ント型商業施設。町の観光・物産の拠点であり、町民の日常的な
買い物をする場にもなっている。
　シーパルピアのある町中心部は、東日本大震災で壊滅的な被
害を受けた。シーパルピアに隣接する海岸広場には「震災遺構 

旧女川交番」がある。鉄筋コ
ンクリート造り2階建てで、津
波襲来時には海中に埋まり、
引き波で基礎部分のくいが引
き抜かれ、現在の位置に横倒
しになったといわれる。建物
には漂流物がぶつかって壊れ
たものと思われる跡があるほ

か、漂流物などの残骸も当時のままの状態で残されている。
　鉄筋コンクリート造りの建物が津波で転倒したのは日本で初め
ての事例といわれ、また、大規模な津波で倒壊・転倒したという
事例は世界的にも珍しいとされる。遺構の周囲のパネルでは震
災前の街並み、震災当時の様子、復興の歩みを紹介している。
　この一帯の土地を盛り土によるかさ上げで海抜を5.4㍍以上
にし、再び同程度の津波が発生しても、造成地が防潮堤の役割
を果たすなど、減災を意識し
た構造だ。2015年に開業し
たシーパルピアは、震災前に
あった町のシンボル施設「マリ
ンパル女川」の後継はもちろ
ん、町の新たな魅力を引き出
すにぎわい拠点しての役割も
担っている。 所在地／宮城県女川町女川2-60

JR石巻線JR石巻線

女川町役場女川町役場

女川駅女川駅

震災遺構
旧女川交番
震災遺構
旧女川交番

女川いのちの広場
（東日本大震災伝承

モニュメント）

女川いのちの広場
（東日本大震災伝承

モニュメント）

はなはなプロジェクト
浪分櫻第14号
はなはなプロジェクト
浪分櫻第14号

シーパルピア女川シーパルピア女川

398

MAP

これからイベントがめじろ押し

シーパルピア女川
（女川町）

　10月と11月は｢3.11伝承ロードNew Destinationプラン｣における地域活性化フォーラム、当機構発足5周
年記念シンポジウム、防災･伝承セミナーが仙台開催となるなど、当機構主催のイベントがめじろ押しです。
　ぜひ、多くの方のご参加を期待しています。

　当機構では（一財）国土計画協会の支援を得て、2022
年度から「3.11伝承ロードNew Destinationプラン」を
実施中です。本事業は東日本大震災からの10年を契機
に、新たな復興ステージのアクションとして「三陸沿岸道
路」を活用して、観光コンテンツと震災伝承施設を融合さ
せた地域活性化策を提案するものです。本年度に事業の
最終年として、これまで実施したモニターツアーや検討会
での議論を踏まえ、復興した新しい三陸沿岸地域の魅力
について議論するフォーラムを開催します。

　東日本大震災等の震災伝承の周知と啓発、防災力の向上への貢
献を目的として、これまで福島、宮城、岩手、青森の4県で開催。今年
は仙台市で開催。

テーマ／「三陸の新しい魅力」～震災伝承施設と三陸沿岸道路
の魅力と役割について～

①基調講演
東北大災害科学国際研究所・奥村誠教授
演題「未来に役立つ災害伝承のための三陸沿岸道路
の役割」
②パネルディスカッション「女性が語る三陸の新しい魅力」
コーディネーター
石巻専修大経営学部・庄子真岐教授

日 時／10月2日㈬ 13:30～15:30
会 場／釜石市民ホール TETTO ホールB

テーマ／「（仮）震災伝承と観光」～（仮）震災伝承施設の魅力と観光への誘
い、そして地域の活力について～

日　 時／11月27日㈬ 13:30～15:30
会　場／仙台市戦災復興記念館 記念ホール
内　容／①基調講演　東北大災害科学国際研究所・柴山明寛准教授

演題「（仮）震災伝承施設の見どころ、展示の魅力」
②パネルディスカッション
　コーディネーター　同研究所・佐藤翔輔准教授

 今後の活動に向けて、より効果的なものとなるよう、これまでの活
動を振り返り、災害（震災）伝承に対する役割や期待について報告
します。
日 時／10月31日㈭ 13:00開場　会 場／仙台国際センター 大会議室「萩」 
内 容／①開会 13:30

②あいさつ　主催者　代表理事　今村 文彦
来　賓　震災伝承ネットワーク協議会会長

③基調講演  演題「レジリエントな社会に向けて」（45分）　
代表理事　今村 文彦

④活動報告 「これまでの活動について」（25分）
業務執行理事　原田 吉信

⑤特別講演  演題「災害伝承のこれから」（45分）
理事　徳山 日出男

⑥閉会 15:45

参加申し込み・問い合わせ
一般財団法人3.11伝承ロード推進機構
TEL022-393-4261

いずれも参加無料

地域活性化フォーラム 5周年記念シンポジウム

防災･伝承セミナーin仙台

シーパルピア女川（女川町）


