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同
館
が
あ
る
久
之
浜
地
区
の
沿

岸
部
は
、
震
災
以
前
は
海
岸
近
く

ま
で
住
宅
が
密
集
し
、
漁
業
の
町

と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
最
大
高
お
よ
そ
７
㍍
の
津
波
と

直
後
に
発
生
し
た
大
規
模
な
火
災

に
よ
り
地
域
の
大
部
分
が
消
滅
。

久
之
浜
・
大
久
地
区
を
合
わ
せ
て

69
人
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

震
災
後
、
市
は
海
岸
防
潮
堤
を

か
さ
上
げ
し
、
背
後
に
防
災
緑
地

公
園
を
整
備
。
津
波
が
来
た
際
に

住
民
が
緊
急
避
難
・
退
避
で
き
る

「
津
波
避
難
ビ
ル
」（
高
台
ま
で
の

避
難
に
十
分
な
時
間
が
確
保
で
き

な
い
場
合
の
緊
急
避
難
場
所
）と
し

て
同
館
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

１
階
に
は
市
役
所
支
所
や
公
民

館
、
講
堂
、
２・３
階
に
は「
防
災
ま

ち
づ
く
り
資
料
室
」や
防
災
倉
庫
、

研
修
室
、
調
理
室
な
ど
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
普
段
は
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
や
地
域
住
民
の
活
動
の

場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
災
害
時
に
は
海
側
３
０
０
㍍

の
範
囲
の
住
民
の
避
難
所
と
な
り
、

約
２
６
０
人
分
の
３
日
分
の
水
や

食
料
、
携
帯
ト
イ
レ
な
ど
を
備
蓄
。

ま
た
、
同
館
が
閉
ま
っ
て
い
る
時

間
帯
に
津
波
が
発
生
し
た
場
合
に

備
え
、
１
階
の
外
側
２
カ
所
に
蹴

破
り
戸
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

同
館
2
階
の「
久
之
浜
・
大
久
防

災
ま
ち
づ
く
り
資
料
室
」は
、
震

災
の
経
験
と
教
訓
を
後
世
に
伝
え
、

防
災
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
開
設
し
ま
し
た
。

　

久
之
浜
・
大
久
地
区
の
発
災
直

後
の
様
子
を
写
真
パ
ネ
ル
や
映
像

で
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
津

波
に
押
し
流
さ
れ
た
が
れ
き
の
山

や
、
真
っ
赤
な
炎
に
包
ま
れ
た
建

物
な
ど
、
当
時
の
状
況
を
生
々
し

く
伝
え
て
い
ま
す
。

　

震
災
時
の
避
難
所
を
実
際
に
再

現
し
た
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、
床
に

毛
布
を
1
枚
敷
い
た
だ
け
の
狭
い

場
所
に
生
活
用
品
が
無
造
作
に
置

か
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

が
保
た
れ
な
い
空
間
で
毎
日
を
過

ご
し
た
住
民
の
不
安
な
気
持
ち
が

感
じ
取
れ
る
と
と
も
に
、
災
害
に

対
す
る
日
頃
の
備
え
に
つ
い
て
も

考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

資
料
室
の
開
館
は
、
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
。
入
館
無
料
。
休

館
は
毎
週
日
曜
と
年
末
年
始
。
久

之
浜
地
区
の
沿
岸
部
を
巡
り
、
語

り
部
が
震
災
当
時
の
様
子
に
つ
い

て
講
話
す
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
も

行
っ
て
い
ま
す
。
問
い
合
わ
せ
は

「
い
わ
き
震
災
伝
承
み
ら
い
館
」＝

T
E
Ｌ
０
２
４
６（
３
８
）４
８
９
４

＝
ま
で
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地区の防災拠点であり、支所・公民館の役目も担う「久之浜・大久ふれあい館」

当
時
の
避
難
所
を
再
現

津
波
の
脅
威
か
ら
地
域
住
民
を
守
る

津
波
の
脅
威
か
ら
地
域
住
民
を
守
る

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
と
大
規
模
火
災
に
よ
り
、甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
久
之

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
と
大
規
模
火
災
に
よ
り
、甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
久
之

浜
・
大
久
地
区
の
防
災
力
向
上
を
目
的
に
２
０
１
６
年

浜
・
大
久
地
区
の
防
災
力
向
上
を
目
的
に
２
０
１
６
年
33
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
い
わ
き

月
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
い
わ
き

市
地
域
防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
久
之
浜
・
大
久
ふ
れ
あ
い
館
」。津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の

市
地
域
防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
久
之
浜
・
大
久
ふ
れ
あ
い
館
」。津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の

役
割
を
担
う
ほ
か
、館
内
の
防
災
ま
ち
づ
く
り
資
料
室
で
は
震
災
当
時
の
様
子
を
写
真

役
割
を
担
う
ほ
か
、館
内
の
防
災
ま
ち
づ
く
り
資
料
室
で
は
震
災
当
時
の
様
子
を
写
真

パ
ネ
ル
や
映
像
で
紹
介
。震
災
の
経
験
と
教
訓
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
ま
す
。

パ
ネ
ル
や
映
像
で
紹
介
。震
災
の
経
験
と
教
訓
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
ま
す
。
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「
津
波
が
来
た
ら
す
ぐ
逃
げ
る
に

越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ

ん
の
数
秒
の
差
が
生
死
を
分
け
る

境
目
に
な
る
の
で
す
」そ
う
話
す

の
は
い
わ
き
語
り
部
の
会
の
メ
ン

バ
ー
で
、
い
わ
き
市
久
之
浜
に
住

む
阿
部
忠
直
さ
ん
で
す
。

　

阿
部
さ
ん
は
自
宅
か
ら
車
で
30

分
ほ
ど
の
場
所
で
趣
味
の
テ
ニ
ス

を
し
て
い
る
時
に
揺
れ
に
襲
わ
れ

ま
し
た
。
地
震
が
収
ま
り
急
い
で

戻
る
と
、
妻
・
ヒ
サ
ヱ
さ
ん
が
近

所
の
高
齢
女
性
を
車
に
乗
せ
よ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

　
「
服
を
着
替
え
て
か
ら
手
伝
お
う

と
い
っ
た
ん
家
に
入
ろ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
大
き
な
消
防
の
サ
イ
レ

ン
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
川
の
方
を

見
る
と
す
ぐ
そ
こ
ま
で
真
っ
黒
な

水
が
迫
っ
て
く
る
の
が
見
え
、
無

我
夢
中
で
家
を
飛
び
出
し
ま
し
た
」

　

津
波
を
免
れ
た
阿
部
さ
ん
で
し

た
が
、
夕
方
に
な
っ
て
も
ヒ
サ
ヱ

さ
ん
と
会
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

自
宅
が
あ
る
方
角
か
ら
は
真
っ
赤

な
炎
が
見
え
た
た
め
、
危
険
を
覚

悟
の
上
で
探
し
に
行
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　
「
が
れ
き
が
散
乱
し
た
道
を
歩
い

て
い
る
と
倒
壊
を
免
れ
た
建
物
の

２
階
に
い
る
妻
を
見
つ
け
ま
し
た
。

車
ご
と
津
波
に
巻
き
込
ま
れ
死
を

覚
悟
し
た
と
言
い
ま
す
が
、
途
中

で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
引
っ
か
か
り
流

さ
れ
ず
に
す
み
ま
し
た
。
命
が
助

か
っ
た
の
は
奇
跡
で
す
」と
振
り
返

り
ま
す
。

　

久
之
浜
地
区
は
原
発
事
故
に

よ
り
い
わ
き
市
内
で
唯
一
自
主

避
難
が
要
請
さ
れ
た
た
め
、
阿

部
さ
ん
夫
婦
は
お
よ
そ
２
カ
月

間
の
避
難
生
活
を
経
験
。
そ
の

後
、
震
災
前
に
自
宅
が
あ
っ
た

場
所
か
ら
５
０
０
㍍
ほ
ど
離
れ

た
高
台
に
家
を
再
建
し
ま
し
た
。

　

震
災
翌
年
に
設
立
さ
れ
た「
い
わ

き
語
り
部
の
会
」の
一
員
と
し
て
活

動
す
る
阿
部
さ
ん
は
、「
久
之
浜
・

大
久
ふ
れ
あ
い
館
」や
沿
岸
部
な
ど

を
め
ぐ
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
の
案
内

役
を
務
め
、
自
ら
の
震
災
体
験
を

伝
え
て
い
ま
す
。

　
「
最
近
は
県
外
の
小
・
中
学
校
か

ら
の
依
頼
が
増
え
て
い
ま
す
。
真

剣
に
話
を
聞
い
て
く
れ
る
子
も
い

れ
ば
上
の
空
の
子
も
い
ま
す
が
、

来
て
く
れ
る
だ
け
で
う
れ
し
い
で

す
ね
」と
話
し
ま
す
。

　

震
災
伝
承
施
設
第
１
分
類
に
登

録
さ
れ
て
い
る「
久
之
浜
・
大
久
地

区
東
日
本
大
震
災
追
悼
伝
承
之
碑
」

は
、
海
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
り
な
が

ら
津
波
に
耐
え
た
稲
荷
神
社
の
敷

地
に
２
０
１
８
年
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
碑
に
は「
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
」と
赤
い
文
字
で
刻
ま
れ
て
い

ま
す
。

　
「
子
ど
も
た
ち
に
は
必
ず
こ
の
教

訓
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
も
ら
う

こ
と
に
し
て
い
ま
す
」と
阿
部
さ

ん
。
碑
の
横
に
は
久
之
浜
・
大
久

地
区
で
震
災
の
犠
牲
に
な
っ
た
人

の
芳
名
板
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は

阿
部
さ
ん
が
親
し
く
し
て
い
た
近

所
の
人
た
ち
の
名
前
も
あ
り
ま
す
。

「
い
ざ
災
害
が
起
き
た
と
き
、
自
分

は
ど
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
か
頭

の
中
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
い
て
ほ

し
い
」と
訴
え
ま
す
。

　

震
災
か
ら
14
年
が
経
ち
、
現
在

の「
い
わ
き
語
り
部
の
会
」の
メ
ン

バ
ー
は
70
代
が
中
心
。
伝
承
活
動

の
存
続
に
も
危
機
感
を
抱
い
て
い

ま
す
。「
写
真
や
記
録
だ
け
で
は
本

当
の
悲
惨
さ
を
伝
え
る
こ
と
は
難

し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
震
災
を

経
験
し
た
者
の
責
任
と
し
て
、
で

き
る
限
り
語
り
部
の
活
動
を
続
け

て
い
き
た
い
で
す
ね
」と
阿
部
さ
ん

は
前
を
向
き
ま
す
。
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教
訓
刻
む
伝
承
の
碑

震
災
体
験
次
世
代
に
語
り
伝
え
る

い
わ
き
語
り
部
の
会
の
阿
部
さ
ん

「
久
之
浜
・
大
久
地
区
東
日
本
大
震
災
追
悼
伝
承
之

碑
」を
見
つ
め
る
阿
部
さ
ん
。中
央
に
津
波
の
教
訓
が

刻
ま
れ
た
伝
承
の
碑
が
建
ち
、向
か
っ
て
右
側
に
被
害

状
況
や
復
興
の
歩
み
を
記
録
し
た
碑
文
、左
側
に
は
遺

族
の
了
承
を
得
た
66
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
芳
名
板

が
あ
り
ま
す

「
久
之
浜
・
大
久
ふ
れ
あ
い
館
」２
階
に
あ
る「
久

之
浜
・
大
久
防
災
ま
ち
づ
く
り
資
料
室
」に
は
避

難
所
の
レ
プ
リ
カ
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

津
波
の
脅
威
か
ら
地
域
住
民
を
守
る

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
と
大
規
模
火
災
に
よ
り
、甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
久
之

浜
・
大
久
地
区
の
防
災
力
向
上
を
目
的
に
２
０
１
６
年
3
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
い
わ
き

市
地
域
防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
久
之
浜
・
大
久
ふ
れ
あ
い
館
」。津
波
避
難
ビ
ル
と
し
て
の

役
割
を
担
う
ほ
か
、館
内
の
防
災
ま
ち
づ
く
り
資
料
室
で
は
震
災
当
時
の
様
子
を
写
真

パ
ネ
ル
や
映
像
で
紹
介
。震
災
の
経
験
と
教
訓
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い
ま
す
。
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堤防沿いに震災の犠牲者と同じ 69本のサクラの木を2023年に植樹しました
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大
正
元
年
創
業
の
石
巻
日
日
新

聞
社
は
、
宮
城
県
石
巻
市
、
東
松

島
市
、
女
川
町
を
エ
リ
ア
に
す
る

夕
刊
紙「
石
巻
日
日
新
聞
」を
発
行

し
て
い
ま
す
。
石
巻
ニ
ュ
ー
ゼ
は

石
巻
日
日
新
聞
が
創
刊
１
０
０
周

年
を
迎
え
た
２
０
１
２
年
11
月
に

石
巻
市
中
央
に
開
館
し
ま
し
た
。

　

平
井
さ
ん
は「
震
災
か
ら
１
年

半
以
上
経
っ
て
も
石
巻
で
の
復
旧

作
業
は
序
盤
で
し
た
が
、
す
で
に

風
化
が
始
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

し
た
。
周
り
に
伝
承
施
設
は
ま
だ

な
く
、
地
元
の
新
聞
社
と
し
て
震

災
を
語
り
継
ぐ
場
を
つ
く
る
こ

と
に
し
ま
し
た
」と
説
明
し
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ゼ
は「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
è
ｅ
」と

も
表
記
し
、「
ニ
ュ
ー
ス
」と
、
フ

ラ
ン
ス
語
の「
ミ
ュ
ゼ
」を
組
み
合

わ
せ
た
造
語
。「
ニ
ュ
ー
ス
博
物
館
」

を
意
味
し
ま
す
。

　

震
災
時
、
報
道
部
の
記
者
だ
っ

た
平
井
さ
ん
は
会
社
で
被
災
。
毎

週
金
曜
午
後
３
時
か
ら
部
内
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
で
、
金
曜
だ
っ
た
3
月

11
日
は
多
く
の
記
者
が
い
ま
し
た
。

　

揺
れ
が
収
ま
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

市
役
所
や
警
察
署
で
取
材
。
平
井

さ
ん
は
太
平
洋
や
市
街
地
を
見
渡

せ
る
日
和
山
へ
。
避
難
者
は
続
々

と
増
え
、
雪
が
降
り
出
し
、
大
津

波
が
住
宅
街
に
押
し
寄
せ
ま
し
た
。

雪
で
視
界
不
良
の
中
、
平
井
さ
ん

は
無
我
夢
中
で
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
り
ま
し
た
。
水
が
引
い

た
夜
に
市
役
所
に
到
着
。
情
報
が

錯さ
く
そ
う綜
し
、
現
場
は
混
乱
状
態
に
あ

り
ま
し
た
。

　
会
社
も
被
災
し
、
１
階
の
輪
転
機

の
一
部
が
浸
水
。
新
聞
を
印
刷
で

き
ず
、
手
書
き
で
壁
新
聞
を
作
成

す
る
こ
と
に
。
平
井
さ
ん
は「
確
か

な
情
報
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
に
、

通
常
の
新
聞
を
出
せ
な
い
な
ん
て
」

と
悔
し
さ
を
打
ち
明
け
ま
す
。

　

壁
新
聞
は
震
災
の
翌
12
日
か
ら

６
日
間
、
市
内
の
避
難
所
に
貼
り

ま
し
た
。
日
に
日
に
明
ら
か
に
な

る
被
害
の
大
き
さ
。
増
え
続
け
る

死
者
や
行
方
不
明
者
。「
ま
さ
か
、

地
域
新
聞
に『
壊
滅
』の
言
葉
を
使

う
日
が
来
る
と
は
」と
沈
痛
な
表
情

で
振
り
返
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設

置
」「
炊
き
出
し
開
始
」な
ど
前
向

き
な
話
題
も
盛
り
込
み
ま
し
た
。

17
日
に
は
最
後
の
壁
新
聞
と
と

も
に
、
電
気
が
通
っ
た
社
員
宅
の

家
庭
用
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
し
た

Ａ
４
サ
イ
ズ
の
新
聞
も
配
布
。
19

日
に
輪
転
機
で
の
印
刷
を
再
開
し
、

減
ペ
ー
ジ
、
部
数
限
定
で
発
行
に

こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　

震
災
か
ら
13
年
が
経
っ
た
24
年

11
月
、
石
巻
ニ
ュ
ー
ゼ
は
本
社
２

階
に
移
転
。
壁
新
聞
や
記
者
が
撮

影
し
た
写
真
、
震
災
関
連
の
資
料

を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

希
望
に
応
じ
て
講
話
を
行
う
平

井
さ
ん
は「
情
報
は
信
頼
が
大
事
だ

と
痛
感
し
ま
し
た
。
発
信
の
仕
方

を
一
歩
間
違
え
れ
ば
、
災
害
時
に

限
ら
ず
、
命
に
関
わ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
情
報
の
在
り
方
も
展
示

を
通
し
て
お
伝
え
で
き
れ
ば
」と
語

り
ま
す
。

3.11伝承ロード

　
東
日
本
大
震
災
最
大
の
被
災
地
、
宮
城
県
石
巻
市
に
本
社
を

構
え
る
石
巻
日
日
新
聞
社
は
、
被
害
状
況
を
伝
え
る
施
設「
石
巻

ニ
ュ
ー
ゼ
」を
運
営
。
世
界
か
ら
関
心
を
集
め
た「
手
書
き
の
壁
新

聞
」や
記
者
が
撮
影
し
た
写
真
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
館
長
の
平

井
美
智
子
さ
ん
は
記
者
と
し
て
現
場
で
見
聞
き
し
た
当
時
の
様

子
や
被
災
者
の
声
を
、
来
館
者
に
伝
え
て
い
ま
す
。

輪
転
機
浸
水
し
、手
書
き

新
聞
づ
く
り
で
震
災
と
向
き
合
う

新
聞
社
な
ら
で
は
の
視
点
で
伝
承

新
聞
社
な
ら
で
は
の
視
点
で
伝
承

館長の平井さんは講話も担当しています。講話を希望の場合は
約1時間大人1100円、学生以下550円
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「
石
巻
ニ
ュ
ー
ゼ
」館
長
の
平
井
さ
ん



　

同
校
で
は
出
版
局
の
生
徒
が
通

常
の
新
聞
と
同
じ
大
き
さ
の「
相

馬
高
新
聞
」を
年
１
回
の
他
、
速
報

紙
も
随
時
発
行
し
て
い
ま
す
。
震

災
直
後
の
休
校
中
、
当
時
の
部
員

た
ち
は
被
災
地
を
取
材
で
駆
け
回

り
、
静
か
な
校
舎
で
黙
々
と
相
馬

高
新
聞
の
紙
面
を
制
作
。
学
校
が

再
開
し
た
日
、
全
生
徒
に
新
聞
を

配
布
し
ま
し
た
。
こ
の
取
り
組
み

は
２
０
１
２
年
の
全
国
高
校
新
聞

コ
ン
ク
ー
ル
で
最
高
賞
の
文
部
科

学
大
臣
奨
励
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
部
員
た
ち
も
、
高
校
生

が
震
災
か
ら
復
旧
・
復
興
を
通
じ

て
垣
間
見
え
る
相
馬
の
今
と
未
来

を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う

な
紙
面
作
り
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
に
も
22
年
３
月
の

福
島
県
沖
地
震
で
被
災
家
屋
の
屋

根
な
ど
を
覆
っ
た
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

を
活
用
し
た
小
物
作
り
に
取
り
組

む
団
体
と
、
相
馬
総
合
高
校
と
の

商
品
開
発
を
記
事
で
紹
介
し
ま
し

た
。「
取
材
で
は
分
か
り
や
す
く
教

え
て
い
た
だ
き
、
す
ご
く
参
考
に

な
り
ま
す
」と
部
長
で
３
年
の
渡わ

た
な
べ部

由ゆ

か

り
和
理
さ
ん
。
副
部
長
で
３
年
の

伊
藤
心ま

ひ
ろ優
さ
ん
は「
普
段
の
高
校
生

活
で
は
体
験
で
き
な
い
貴
重
な
お

話
を
伺
え
ま
す
」と
語
り
ま
す
。

　

新
聞
に
は
論
説
欄
も
あ
り
ま
す
。

今
年
３
月
の
卒
業
式
で
配
っ
た
新

聞
の
論
説
テ
ー
マ
は「
災
害
記
憶
消

失
世
代
、
震
災
を
知
る
」で
渡
部
さ

ん
が
執
筆
。
自
分
た
ち
の
世
代
が

震
災
の
記
憶
の
狭
間
に
い
る
こ
と

を
挙
げ
つ
つ
、
教
訓
を
次
世
代
に

つ
な
げ
る
た
め
に
自
分
た
ち
の
で

き
る
こ
と
を
考
え
て
い
こ
う
と
い

う
内
容
で
し
た
。

　

取
材
や
紙
面
制
作
の
ポ
イ
ン
ト

に
つ
い
て
、
渡
部
さ
ん
は「
や
り
直

し
の
利
か
な
い
写
真
撮
影
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
」、
伊
藤
さ
ん
は「
取

材
相
手
の
伝
え
た
い
こ
と
を
、
読

み
手
に
き
ち
ん
と
届
け
る
取
材
と

執
筆
を
心
が
け
て
い
ま
す
」と
言
い

ま
す
。
２
人
は
断
片
的
な
が
ら
も

震
災
時
の
記
憶
が
残
る
最
後
の
世

代
。
紙
面
が
他
の
生
徒
た
ち
に
と
っ

て
も
、
高
校
生
の
視
点
で
震
災
や

災
害
を
見
つ
め
る
貴
重
な
機
会
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
顧
問
の
志
賀
早
耶
香
先
生
は「『
記

憶
を
記
録
し
継
承
す
る
』と
い
う
言

葉
を
大
切
に
し
、
相
馬
の
高
校
生

が
作
る
新
聞
と
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
継

承
の
必
要
性
が
よ
り
高
ま
る
の
で
、

こ
う
し
た
点
で
も
情
報
を
発
信
し

て
い
け
れ
ば
」と
話
し
て
い
ま
す
。

5

　
福
島
県
立
相
馬
高
等
学
校（
伊
藤
靖
隆
校
長
）の
出
版
局
は
東

日
本
大
震
災
以
来
、
相
馬
の〝
今
〞を
学
校
新
聞
で
発
信
し
続
け

て
き
ま
し
た
。
震
災
時
は
乳
幼
児
だ
っ
た
現
在
の
高
校
生
に
は
、

全
く
記
憶
が
な
い
生
徒
も
い
ま
す
。
部
員
ら
は
紙
面
を
通
じ
、

自
分
た
ち
の
世
代
も
震
災
と
向
き
合
う
大
切
さ
を
発
信
し
、
途

切
れ
る
こ
と
の
な
い
震
災
伝
承
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

新
聞
づ
く
り
で
震
災
と
向
き
合
う

新
聞
づ
く
り
で
震
災
と
向
き
合
う

福
島
県
立
相
馬
高
等
学
校
出
版
局

校外に出向いて取材活動

高校生の視点を大切にした学校新聞の制作に励む左から渡部さん、伊藤さんと顧問の志賀先生

新
聞
社
な
ら
で
は
の
視
点
で
伝
承

JR仙石線

JR石巻線

蛇田駅
石巻
あゆみ駅

陸前山下駅
石巻駅

みやぎ東日本大震災津波伝承館

石巻市震災遺構 門脇小学校

石巻ニューゼ
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J
R
常
磐
線
亘
理
駅
東
側
に
隣

接
す
る「
悠
里
館
」は
、
２
階
に
図

書
館
を
備
え
た
複
合
施
設
。
駅
の

待
ち
合
い
、
休
憩
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
も
多
く
の
町
民
や
観
光
客
ら
が

立
ち
寄
る
１
階
に
、
震
災
伝
承
施

設（
第
２
分
類
）「
亘
理
町
立
郷
土

資
料
館
」が
あ
り
ま
す
。

　
「
東
日
本
大
震
災
特
集
コ
ー

ナ
ー
」に
25
枚
の
写
真
を
使
っ
た
パ

ネ
ル
を
設
置
し
て
地
震
と
津
波
に

よ
る
同
町
荒
浜
地
区
、
吉
田
地
区

な
ど
の
被
害
、捜
索
や
避
難
、支
援
、

復
旧
・
復
興
の
様
子
を
紹
介
。
年

1
回
、
発
災
日
の
３
月
11
日
の
上

映
会
の
ほ
か
グ
ル
ー
プ
客
か
ら
の

申
し
出
が
あ
れ
ば
震
災
10
年
の
節

目
に
制
作
さ
れ
た
映
像
作
品「
わ
た

り
復
興
の
あ
ゆ
み
」も
上
映
し
て
い

ま
す
。

　

学
芸
員
の
森
田
健
太
郎
さ
ん
に

よ
る
と
当
時
の
被
害
の
写
真
や
映

像
を
見
た
方
か
ら
は「
想
像
以
上

だ
っ
た
」「
復
興
の
様
子
を
改
め
て

知
る
こ
と
が
で
き
た
」と
い
っ
た
声

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
そ
う
。

　
「
東
日
本
大
震
災
は
、
２
０
２
５

年
２
月
に
町
制
施
行
70
周
年
を
迎

え
た
亘
理
町
の
歴
史
の
中
で
も
大

き
な
出
来
事
で
す
が
、
大
津
波
の

被
災
は
震
災
が
初
め
て
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
江
戸
時

代
の
慶
長
三
陸
地
震
の
津
波
で
も

被
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
や
調

査
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
き

な
地
震
の
際
に
は
津
波
が
起
き
る

こ
と
が
あ
る
、
と
い
っ
た
解
説
も

展
示
し
て
い
ま
す
」と
森
田
さ
ん
。

25
年
10
月
11
日
か
ら
11
月
30
日

ま
で
同
館
で
開
催
さ
れ
る
展
覧
会

「
町
制
施
行
70
周
年
記
念
写
真
展
」

に
も
、
東
日
本
大
震
災
と
復
興
に

関
す
る
新
展
示
を
盛
り
込
む
予
定

で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
津
波

被
害
を
受
け
、
全
戸
が
玉
浦
西
地

区
な
ど
へ
の
集
団
移
転
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
岩
沼
市
二
野
倉
地
区
。

「
い
わ
ぬ
ま
ひ
つ
じ
村
」は
、
そ
の

跡
地
に
誕
生
し
た
震
災
伝
承
施
設

（
第
２
分
類
）で
す
。

　

運
営
す
る「
青
年
海
外
協
力
協

会
」は
、
発
展
途
上
国
な
ど
で
活
躍

6

　
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の

　
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
44
県
で
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
、
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
の
活

県
で
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
、
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
の
活

動
を
行
っ
て
い
る
３
・

動
を
行
っ
て
い
る
３
・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
の
職
員
が「
震
災
伝
承
施
設
」を
直
接
取

伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
の
職
員
が「
震
災
伝
承
施
設
」を
直
接
取

材
。「
材
。「
33
・・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
」の
意
義
と
役
割
を
改
め
て
考
え
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の

伝
承
ロ
ー
ド
」の
意
義
と
役
割
を
改
め
て
考
え
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の

教
訓
と
災
害
へ
の
備
え
を
学
び
ま
す
。

教
訓
と
災
害
へ
の
備
え
を
学
び
ま
す
。

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く

駅
隣
接
の
伝
承
施
設

地
区
の
記
憶
を
未
来
へ

３
・
３
・
1111
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

震
災
伝
承
施
設
紀
行

震
災
伝
承
施
設
紀
行

　東日本大震災の事実や記憶、経験を伝承する「3.11伝承
ロード」を構成する施設で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つ以上に該当することが条件。①～⑤1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いった来訪者
の理解しやすさに配慮している施設を「第3分類」としています。

「震災伝承施設」とは？「震災伝承施設」とは？

第
４
回  

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町
・
岩
沼
市

取
材
／
一
般
財
団
法
人
3
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
　
石
森  

智
佳

亘理町立郷土資料館
宮城県亘理郡亘理町字西郷140
問／郷土資料館
　　TEL0223-34-8701
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亘理町立郷土資料館の常設展示室で上映している「わたし
たちのまち亘理」でも震災の被害や教訓を映像で紹介。映
像に登場する「鳥の海公園  鎮魂の碑」は第2分類に登録さ
れています
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す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア「
青
年
海
外
協

力
隊
」か
ら
戻
っ
た
O
B
、
O
G
を

中
心
と
す
る
組
織
。「
活
動
が
始

ま
っ
た
15
年
冬
当
時
、
二
野
倉
地

区
は
電
気
も
水
道
も
な
い
、
人
も

通
ら
な
い
場
所
。
お
金
も
全
く
な

い
と
こ
ろ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
し

た
が『
ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
躊

躇
の
な
い
』メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
こ
ま
で
や
っ
て
く
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」と
教
え
て
く
れ

た
の
は
、
松
尾
洋
子
さ
ん
と
大
上

萌
花
さ
ん
。

　

開
設
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
東
北
大
学
の
研
究
室
に
よ
る

羊
を
使
っ
た
除
草
実
験
で
し
た
。

11
年
か
ら
岩
沼
市
と
提
携
し
取
り

組
ん
で
い
た
仮
設
住
宅
の
高
齢
者

ら
の
見
守
り
支
援
を
通
じ
、
住
民

か
ら「
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
た
地

区
が
寂
し
い
場
所
に
な
っ
て
い
く
」

と
悲
し
む
声
を
聞
い
て
い
た
二
野

倉
地
区
を
実
験
の
場
に
選
出
。
15

年
11
月
に
雑
草
の
繁
茂
し
て
い
た

地
区
内
に
２
頭
の
羊
を
放
牧
し
ま

し
た
。

　

人
の
丈
ほ
ど
も
あ
っ
た
雑
草
を

き
れ
い
に
食
べ
て
く
れ
た
羊
た
ち

の
存
在
を
知
っ
た
住
民
た
ち
が
野

菜
や
雑
草
を
持
っ
て
地
区
を
訪
ね

て
く
る
よ
う
に
。
岩
沼
市
と
青
年

海
外
協
力
協
会
が
協
定
を
結
び
、

住
民
が
憩
え
る
よ
う
な
牧
場
を
整

備
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
木

柵
作
り
」「
石
拾
い
」「
瓦が

れ
き礫
拾
い
」

と
い
っ
た
住
民
参
加
型
の
定
期
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
牧
場
づ
く
り
が
ス

タ
ー
ト
し
た
の
が
16
年
5
月
。
松

尾
さ
ん
は「
業
者
に
依
頼
す
る
の
で

は
な
く『
皆
で
手
作
り
』す
る
こ
と

で
皆
が『
自
分
た
ち
の
牧
場
』だ
と

思
え
る
よ
う
な
場
に
し
た
い
と
考

え
ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

や
が
て
農
園
や
ド
ッ
グ
ラ
ン
が

完
成
。
２
頭
だ
け
だ
っ
た
羊
た
ち

は
41
頭
に
ま
で
増
え
、
え
さ
や
り

な
ど
の
触
れ
合
い
、
羊
毛
を
使
っ

た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
体
験

が
楽
し
め
る
牧
場
と
し
て
市
外
か

ら
も
レ
ジ
ャ
ー
客
が
訪
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
毎
週
土
・
日
曜
、

祝
日
に「
羊
の
レ
ー
ス
」や
縁
日
、

ふ
れ
あ
い
体
験
、
不
定
期
で
季
節

の
収
穫
体
験
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ひ
つ
じ
村
に
来
て
く
れ
る
の

は
、
主
に
未
就
学
児
か
ら
小
学
校

低
学
年
の
子
ど
も
の
い
る
家
族
連

れ
。
震
災
を
知
ら
な
い
世
代
に
、

こ
の
場
所
に
か
つ
て
普
通
の
暮
ら

し
が
あ
っ
た
こ
と
を
ど
う
伝
え
て

い
く
か
模
索
し
て
い
ま
す
」と
松

尾
さ
ん
。
方
法
の
１
つ
と
し
て
こ

の
ほ
ど
着
手
し
た
の
が
、
市
内
の

被
災
者
ら
の
声
を
録
音
し
、
二
次

元
コ
ー
ド
で
読
み
取
っ
て
再
生
す

る「
カ
プ
セ
ル
ト
イ
」を
利
用
し
た

独
自
の
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

現
在
、
体
験
を
語
っ
て
く
れ
る
市

民
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

松
尾
さ
ん
は「
さ
ま
ざ
ま
な
立
場

の
方
々
の
経
験
を
残
し
て
い
き
た

い
。
例
え
ば
当
時
小
学
生
だ
っ
た

人
の
経
験
を
聞
け
ば
、
子
ど
も
た

ち
に
も『
学
校
で
被
災
す
る
と
い
う

の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
か
』と〝
自

分
ご
と
〞と
し
て
受
け
止
め
て
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
思
い
出
し
て
も

ら
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
公
務

員
や
外
国
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
の
方
々
に
語
り
の
協
力
を
お

願
い
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」と
言
い「〝
伝
え
て
い
く
〞た

め
に
も〝
人
に
来
て
も
ら
う
〞こ
と

が
第
一
」と
強
調
し
ま
す
。

　
「
震
災
伝
承
施
設
」と
い
う
と
厳

粛
な
場
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、

い
わ
ぬ
ま
ひ
つ
じ
村
の
よ
う
な

に
ぎ
や
か
な
場
所
で
大
人
も
子
ど

も
も
幅
広
い
世
代
が
楽
し
み
な
が

ら
教
訓
を
学
べ
る
ア
イ
デ
ア
に
大

き
な
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
。
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青
森
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
4
県
で
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
、
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
の
活

動
を
行
っ
て
い
る
３
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構
の
職
員
が「
震
災
伝
承
施
設
」を
直
接
取

材
。「
3
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
」の
意
義
と
役
割
を
改
め
て
考
え
な
が
ら
、
東
日
本
大
震
災
の

教
訓
と
災
害
へ
の
備
え
を
学
び
ま
す
。

伝
承
ロ
ー
ド
を
ゆ
く

３
・
11
伝
承
ロ
ー
ド
推
進
機
構

震
災
伝
承
施
設
紀
行

「震災伝承施設」とは？

1

3

2
亘理町

岩沼市

仙台空港

J
R
常
磐
線

常
磐
自
動
車
道

牧場内には、かつての集落の区画や流れてきた
庭石や漁具、大木の切り株など地区に暮らしが
あった痕跡をできる限り残す工夫をしています

土産として販売するオリジナルグッズにも二野
倉地区の過去と現在を「紡ぐ」メッセージが込
められています

震災からいわぬまひつじ村誕生までの経緯を
紹介する手作りの展示。「何をするにも相談し
教えてもらいながら住民代表の方々と二人三脚
で進めてきました」と松尾さん

「
私
た
ち
の
理
念
は『
紡
ぐ
』。羊
の
毛
は
1
本
だ
け
で
は
す
ぐ
に
プ
ツ
ン
と
切
れ
る
弱
い
も
の
で
す
が
、束

に
し
て
紡
ぐ
こ
と
で
強
く
切
れ
に
く
い
糸
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。『
人
と
人
』『
人
と
資
源
』、そ
し
て
震

災
前
に
こ
の
二
野
倉
に
は
人
が
住
ん
で
い
て
、皆
と
同
じ
日
常
が
あ
っ
た
と
い
う『
過
去
の
記
憶
と
未
来
』を

『
紡
ぐ
』こ
と
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
」と
話
す
松
尾
洋
子
さ
ん（
写
真
左
）と
大
上
萌
花
さ
ん



　

２
０
２
６
年
に
開
山
５
２
０
年

を
迎
え
る
曹
洞
宗
の「
海
岸
山  

普

門
寺
」は
陸
前
高
田
市
の
古こ

さ
つ刹
で
す
。

山
間
に
あ
り
、
東
日
本
大
震
災
で

は
津
波
の
難
を
逃
れ
、
後
に
復
旧

活
動
の
拠
点
や
慰
霊
の
場
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。

　

普
門
寺
30
世
住
職
の
熊
谷
光こ

う
よ
う洋

さ
ん
は「
震
災
後
の
３
月
20
日
か
ら

３
カ
月
間
、
福
井
県
か
ら
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
の
宿
泊
先
と
し
て
受

け
入
れ
ま
し
た
。
久
々
に
聞
く
人

の
ざ
わ
め
き
、
夜
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
自
家
発
電
し
た
明
か
り
が
と

も
る
。
人
の
存
在
は
力
強
い
と
実

感
し
ま
し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

普
門
寺
で
は
身
元
不
明
の
遺
骨

を
預
か
り
、
一
時
は
４
０
０
柱
近

く
を
安
置
し
ま
し
た
。
百
か
日
法

要
を
行
っ
た
熊
谷
さ
ん
は「
四
十
九

日
の
頃
は
供
養
ど
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
。
ま
だ
行
方
不
明
と
い
う

だ
け
で
、
家
族
は
ど
こ
か
で
生
き

て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
百
か
日
が
一
つ

の
区
切
り
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま

す
」。
身
元
不
明
遺
骨
も
震
災
後
２

年
ほ
ど
で
最
後
に
14
柱
が
残
り
、

寺
の
後
ろ
に
建
立
さ
れ
た「
東
日
本

大
震
災
犠
牲
者
慰
霊
碑
」で
眠
っ
て

い
ま
す
。

　

普
門
寺
に
は
宗
派
を
超
え
て
多

く
の
宗
教
関
係
者
が
訪
れ
、
慰
霊

や
法
要
な
ど
を
共
に
活
動
し
ま
し

た
。
震
災
後
に
知
り
合
っ
た
大
学

時
代
の
友
人
の
檀
信
徒
の
芸
術
家

と
の
交
流
を
き
っ
か
け
に
、
有
志

ら
に
よ
る
震
災
犠
牲
者
の
供
養

を
込
め
た「
五
百
羅
漢
」の
制
作
が

２
０
１
３
年
に
ス
タ
ー
ト
。
毎
年

８
月
に
制
作
会
を
開
き
５
年
を
か

け
て
５
６
９
体
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

本
堂
に
は
全
国
各
地
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
仏
像
が
ず
ら
り
と
並
び
、

最
終
的
に
１
３
０
０
体
を
数
え
ま

し
た
。
熊
谷
さ
ん
は「
五
百
羅
漢
と

仏
像
の
数
を
足
す
と
陸
前
高
田
市

の
犠
牲
者
の
数
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な

る
」と
語
り
ま
す
。
震
災
で
被
害
に

遭
っ
た
着
物
の〝
供
養
〞と
し
て
地

元
の
商
工
会
女
性
部
が
中
心
と
な

り
、
古
い
着
物
の
生
地
で
作
っ
た

つ
る
し
飾
り「
二
度
と
散
ら
な
い
ね

が
い
桜
」（
震
災
伝
承
施
設
第
２
分

類
）も
７
年
が
か
り
で
作
ら
れ
、
19

年
４
月
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　

つ
る
し
飾
り
は
震
災
で
の
全
国

の
犠
牲
者
の
数
と
同
じ（
制
作
時
）

１
万
８
４
３
０
個
で
、
散
る
こ
と

の
な
い
布
地
の
桜
の
一
つ
一
つ
に

制
作
者
の
祈
り
の
言
葉
を
記
し
た

紙
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
さ

４・５
㍍
で
、
ま
る
で
本
物
の
桜
の

木
の
よ
う
。
現
在
は
記
録
が
更
新

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
奉
納

時
に
は
つ
る
し
飾
り
数
が
ギ
ネ
ス

世
界
記
録
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

震
災
か
ら
14
年
を
経
て「
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
は
と
て
も
重
要
。

感
謝
す
る
気
持
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

人
や
物
事
に
つ
な
が
っ
て
い
く
」と

熊
谷
さ
ん
。「
生
き
て
い
る
人
が
震

災
後
ど
う
生
き
て
き
た
の
か
、
ど

う
活
躍
し
た
の
か
を
伝
え
て
い
く

こ
と
も
大
切
だ
。
助
け
て
も
ら
っ

た
恩
を
他
の
人
に
返
す
。
助
け
て

く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち

が
次
の
行
動
に
つ
な
が
る
と
思
い

ま
す
」と
強
調
し
ま
す
。

　
緩
や
か
な
勾
配
の
参
道
を
登
り
詰
め
る
と
、
う
っ
そ
う
と
し

た
木
立
の
下
に
五ご

ひ
ゃ
く
ら
か
ん

百
羅
漢
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
ま
す
。
東
日

本
大
震
災
で
津
波
の
犠
牲
と
な
っ
た
亡
き
人
を
思
う
人
た
ち
が
一

体
ず
つ
、
丹
精
込
め
て
作
り
上
げ
ま
し
た
。
石
像
の
表
情
は
さ

ま
ざ
ま
で
す
が
、
そ
の
多
く
は
笑
顔
な
の
が
印
象
的
。
悲
し
み

の
先
に
あ
る
、
未
来
を
託
し
た
光
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
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本
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飾
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れ
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二
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散
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作
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祈
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が
こ
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っ
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五
百
羅
漢

住職の熊谷光洋さん



　

広
野
町
は
震
災
で
震
度
６
弱
を

観
測
。
推
定
10
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
津
波

に
よ
る
死
者
２
人
、
関
連
死
46
人
、

行
方
不
明
者
数
１
人
。
建
物
被
害

は
全
壊
１
１
３
戸
、
大
規
模
半
壊

39
戸
に
上
り
ま
す（
２
０
２
５
年
４

月
現
在
）。
さ
ら
に
福
島
第
１
原
発

事
故
に
よ
る
全
町
避
難
で
、
町
民

お
よ
そ
５
５
０
０
人
が
県
内
外
へ

避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
、
遠
藤
町
長
は
同
町
議
会

議
員
を
務
め
る
傍
ら
、
発
電
設
備

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
工
事
を
行
う

会
社
に
勤
務
。
福
島
第
２
原
子
力

発
電
所
内
の
事
務
所
で
管
理
・
運

営
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
震
災
後
は
、
放
射
線
量
が
高
く

外
部
に
持
ち
出
せ
な
い
ゴ
ミ
を
井

戸
水
で
洗
う
作
業
な
ど
も
行
い
ま

し
た
。
本
来
の
機
能
を
失
っ
た
静

か
な
発
電
所
で
、
防
護
服
を
着
用

し
黙
々
と
作
業
を
行
う
中
で
悲
し

み
と
悔
し
さ
が
込
み
上
げ
て
き
ま

し
た
」と
振
り
返
り
ま
す
。

　

２
０
１
１
年
９
月
30
日
、
国
は

広
野
町
全
域
を
対
象
と
し
た
緊
急

時
避
難
準
備
区
域
を
解
除
。
こ
れ

を
受
け
て
町
は
町
内
の
除
染
作
業

や
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧
に
着
手
し
、

翌
年
３
月
１
日
に
は
役
場
機
能
を

町
へ
戻
し
ま
し
た
。

2
0
1
3
年
11
月
の
町
長
選
で

初
当
選
し
た
遠
藤
町
長
は
、
町
民

が
納
得
し
て
帰
還
す
る
こ
と
が
で

き
る「
幸
せ
な
帰
町
」を
掲
げ
、
除

染
に
よ
る
環
境
の
回
復
、
放
射
線

に
よ
る
健
康
不
安
の
払
し
ょ
く
、

商
業
施
設
や
医
療
・
福
祉
環
境
の

整
備
、
広
野
こ
ど
も
園
や
ふ
た
ば

未
来
学
園
中
高
一
貫
校
を
は
じ
め

と
す
る
教
育
環
境
の
充
実
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
の
関
係
機
関
と
の
包

括
協
定
な
ど
を
捉
え
、
町
民
の
生

活
を
守
る
取
り
組
み
に
奔
走
し
て

き
ま
し
た
。

　
「
震
災
か
ら
14
年
が
経
過
し
、
住

民
の
帰
還
率
は
現
在
で
は
9
割
を

超
え
ま
す
。
し
か
し
人
口
減
少
や

高
齢
化
と
い
っ
た
課
題
は
依
然
と

し
て
あ
り
、
今
後
は
持
続
可
能
な

地
域
づ
く
り
の
取
り
組
み
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　

震
災
後
、
町
は
復
興
計
画
の
拠

点
と
し
て
定
め
た
広
野
駅
東
側
エ

リ
ア
に
、
広
野
み
ら
い
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
や
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
な
ど
を

整
備
。
さ
ら
に
移
住
定
住
の
受
け

皿
と
し
て「
広
野
駅
東
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
」を
造
成
し
ま
し
た
。
本
年
度
は

航
空
宇
宙
関
連
企
業
や
医
療
機
関

な
ど
が
新
た
に
進
出
す
る
予
定
で
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
や
先

端
技
術
の
分
野
で
新
た
な
産
業
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
非
常
時
に
命
を
守
る
防
災

体
制
の
確
立
に
向
け
、
町
内
の
公
共

施
設
な
ど
に
太
陽
光
発
電
と
蓄
電

設
備
を
配
置
。
自
営
線
で
つ
な
い

で
電
力
を
融
通
す
る
シ
ス
テ
ム
を

構
築
し
た
ほ
か
、町
内
の
折
木
地
区
、

広
野
町
役
場
、
二
ツ
沼
総
合
公
園

の
３
カ
所
に
防
災
備
蓄
倉
庫
や
貯

水
槽
、
再
エ
ネ
設
備
な
ど
を
備
え

た「
防
災
の
駅
」の
整
備
計
画
も
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
震
災
と
原
発

事
故
の
経
験
を
教
訓
に
、
新
た
な

時
代
の
防
災
に
強
い〝
安
全
・
安
心

な
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
〞を
推
し
進

め
た
い
」と
強
調
し
ま
す
。

　

町
で
は
23
年
に
緊
急
時
避
難
準

備
区
域
が
解
除
さ
れ
た
９
月
30
日

を
、「
広
野
町
復
興
創
生
の
日
」に

制
定
し
ま
し
た
。「
震
災
か
ら
15
年

目
を
迎
え
ま
す
が
、
復
興
創
生
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
国
内
外
か
ら

い
た
だ
い
た
多
く
の
ご
縁
を
大
切

に
、
今
後
も
広
域
的
な
地
域
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
一
歩
一
歩
着
実

に
歩
み
を
進
め
て
い
き
ま
す
」と
遠

藤
町
長
は
力
を
込
め
ま
す
。
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広
野
町
は
福
島
第
１
原
発
事
故
の
影
響
で
、
全
町
民
が
避
難
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、
2
0
1
1
年
9
月
30
日
に
広
野
町
全

域
を
対
象
と
し
た
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
が
解
除
さ
れ
、
現
在
で

は
町
民
の
帰
還
率
が
９
割
を
超
え
ま
す
。
就
任
13
年
目
の
遠
藤
智

町
長
は
、
震
災
と
原
発
事
故
の
経
験
を
教
訓
に
、
新
た
な
時
代
の

防
災
に
強
い〝
安
全
・
安
心
な
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
〞に
向
け
た
歩

み
を
進
め
て
い
ま
す
。

お話を伺った方
遠藤智町長

3.11伝承ロード

「
防
災
の
駅
」を
整
備

命を守る防災体制の確立へ命を守る防災体制の確立へ
供
養
通
じ
て
心
の
復
興
願
う

東日本大震災津波伝承館
いわてＴＳＵＮＡＭＩメモリアル

奇跡の一本松駅
大船渡線BRT

海岸山 普門寺

三
陸
沿
岸
道
路

陸前高田
市役所

サッカーナショナルトレーニングセン
ター「Jヴィレッジ」の天然芝には、原
発作業員のための寮が建設された

開発・整備が進められているJR常磐線広野駅東側地区

震災と原発事故の教訓生かす 福島県広野町



　

東
北
の
方
言
で「
丁
寧
」を
意

味
す
る「
ま
で
い
」を
名
称
に
し
、

２
０
１
７
年
８
月
の
オ
ー
プ
ン
か

ら
間
も
な
く
８
周
年
を
迎
え
ま
す
。

原
発
事
故
の
帰
還
困
難
区
域
を
除

き
、
同
年
３
月
末
の
避
難
指
示
解

除
後
に
戻
っ
て
き
た
村
民
の
生
活

を
支
え
、
基
幹
産
業
の
農
業
の
復

興
を
図
る
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ

ま
し
た
。
第
３
セ
ク
タ
ー
の「
株
式

会
社
ま
で
い
ガ
ー
デ
ン
ビ
レ
ッ
ジ

い
い
た
て
」が
管
理
・
運
営
を
担
っ

て
い
ま
す
。

　

施
設
は
平
屋
建
て
で
ホ
ー
ル
や

直
売
所
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
に
加
え
、
24
時
間
利
用
可
能
の

待
合
ス
ペ
ー
ス
と
ト
イ
レ
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
飯
舘
村
は
元
々
花
き

栽
培
も
盛
ん
で
、
ホ
ー
ル
の
上
に

は
ポ
ッ
ト
に
入
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

花
が
つ
る
さ
れ
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

を
浴
び
て
い
ま
す
。
そ
の
上
は
ガ

ラ
ス
張
り
の
大
き
な
吹
き
抜
け
で
、

夜
間
も
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
点
灯
。

そ
の
明
か
り
が
ガ
ラ
ス
張
り
か
ら

外
に
漏
れ
、
闇
夜
を
優
し
く
照
ら

し
安
心
感
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

駅
長
兼
総
支
配
人
の
髙
橋
政
彦

さ
ん
は
村
役
場
職
員
で
も
あ
り
、

震
災
後
の
各
種
対
応
に
当
た
り
ま

し
た
。「
当
村
は
11
年
４
月
に
計
画

的
避
難
区
域
に
指
定
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
の
全
村
避
難
の
た
め
、
村
民

の
動
向
を
把
握
し
や
す
く
支
援
も

早
く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」と

振
り
返
り
ま
す
。

　

ま
で
い
館
は
17
年
３
月
末
の
避

難
指
示
解
除
後
の
開
業
で
す
が
、

し
ば
ら
く
の
間
は
風
評
被
害
と
の

戦
い
で
し
た
。「
初
め
の
頃
の
出
荷

は
３
、４
名
の
農
家
さ
ん
だ
け
で
し

た
。
お
客
さ
ま
に
は
き
ち
ん
と
し

た
基
準
に
基
づ
い
た
安
全
・
安
心

な
農
産
物
で
あ
る
こ
と
を
ご
説
明

し
た
が
、
心
な
い
言
葉
を
か
け
ら

れ
た
こ
と
も
あ
り
、
悔
し
い
思
い

を
し
ま
し
た
」と
支
配
人
の
神く

ま
し
ろ代
憲

男
さ
ん
。「
徐
々
に
出
荷
者
が
増
え

開
業
２
年
目
に
は
直
売
所
を
増
床

し
、
今
は
約
１
０
０
名
の
生
産
者

に
出
荷
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」と

感
慨
深
く
語
り
ま
す
。

　

ま
で
い
館
の
周
辺
に
は
風
の
子

広
場
や
ド
ッ
グ
ラ
ン
も
オ
ー
プ
ン
。

地
場
産
品
の
品
数
が
増
え
て
レ
ス

ト
ラ
ン
メ
ニ
ュ
ー
も
充
実
し
、
来

館
者
は
着
実
に
増
え
ま
し
た
。
復

興
と
再
生
の
拠
点
、
村
民
の
生
活

支
援
の
場
と
い
う
従
来
の
役
割
は

も
ち
ろ
ん
、
季
節
限
定
で
付
加
価

値
を
高
め
た
商
品
の
開
発
や
ト
レ

ン
ド
も
追
求
。
限
ら
れ
た
場
所
で

し
か
買
え
な
い
よ
う
な
商
品
を
取

り
そ
ろ
え
る
な
ど
、
知
恵
と
工
夫

を
凝
ら
し
た
品
ぞ
ろ
え
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

５
〜
９
月
に
か
け
て
み
ず
み
ず

し
い
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
秋
は
上
品

な
甘
さ
と
滑
ら
か
な
食
感
の「
い
い

た
て
雪
っ
娘こ

か
ぼ
ち
ゃ
」な
ど
が
直

売
所
に
並
び
ま
す
。
花
持
ち
が
良

く
色
彩
豊
か
な
ア
ル
ス
ト
ロ
メ
リ

ア
は
通
年
販
売
。
い
ず
れ
も
村
の

特
産
で
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
人
気

商
品
で
す
。

　

神
代
さ
ん
は「
地
域
で
頑
張
っ
て

い
る
農
家
さ
ん
を
お
手
伝
い
す
る

と
と
も
に
、
飯
舘
村
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ

イ
と
し
て
観
光
発
信
の
場
に
も
し

た
い
。『
ま
で
い
』と
い
う
言
葉
を
大

切
に
す
る
道
の
駅
で
あ
り
た
い
。
多

く
の
方
に
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
い

た
だ
け
れ
ば
」と
前
を
向
き
ま
す
。
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東
日
本
大
震
災
に
よ
る
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影
響
で
一

時
、
全
村
避
難
と
な
っ
た
福
島
県
飯
舘
村
の
復
興
と
再
生
の
拠

点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
が「
い
い
た
て
村
の
道
の
駅
ま
で
い

館
」。
村
の
過
疎
化
や
限
界
集
落
化
も
懸
念
さ
れ
る
中
、
福
島

市
と
南
相
馬
市
を
結
ぶ
県
道
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
地
の
利

を
生
か
し
、
地
場
産
品
は
も
ち
ろ
ん
季
節
限
定
商
品
の
販
売
や

さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
打
ち
出
す
な
ど
し
て
、
集
客
力
ア
ッ
プ
に

努
め
て
い
ま
す
。

風
評
被
害
に
負
け
な
い

大きな吹き抜けのガラス張りが特徴のまでい館

399

12

31

268

飯舘村役場飯舘村役場

宿泊体験館
きこり
宿泊体験館
きこり

石ポロ坂トンネル石ポロ坂トンネル

いいたて村の道の駅
までい館
いいたて村の道の駅
までい館

MAP

所在地／福島県飯舘村深谷字深谷前12-1
TEL0244-42-1080

い
い
た
て
村
の
道
の
駅
ま
で
い
館

い
い
た
て
村
の
道
の
駅
ま
で
い
館

海
と
水
門
を
望
む
景
勝
地

普
代
村
の
海
産
物
を
販
売 色彩豊かな花々がつるされたホール

浜
の
産
直 

き
ら
う
み

全
村
避
難
か
ら
の
復
興

品
数
や
集
客 

着
実
ア
ッ
プ

普代駅

普代村役場

普代水門

太田名部防潮堤

故和村幸得元普代村長
顕彰碑

三陸沿岸道路

三陸鉄道
リアス線

浜の産直
きらうみ

品
ぞ
ろ
え
豊
富
な
直
売
所
に
立
つ
神
代
さ
ん



　

１
９
８
４
年
に
完
成
し
た
普
代

水
門
は
高
さ
15
・
５
㍍
、
全
長

２
０
５
㍍
。
東
日
本
大
震
災
で
は

決
壊
せ
ず
、
村
中
心
部
や
住
宅
地

へ
の
津
波
侵
入
を
防
ぎ
、「
奇
跡
の

水
門
」と
い
わ
れ
ま
し
た
。

　

水
門
海
側
の
普
代
川
沿
い
に
、

復
興
事
業
で
盛
り
土
な
ど
を
図
り

「
普
代
浜
園
地
キ
ラ
ウ
ミ
」が
整
備

さ
れ
ま
し
た
。「
浜
の
産
直 

き
ら

う
み
」は
普
代
川
南
岸
に
あ
る
平
屋

建
て
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
施
設
。
設

置
者
は
村
で
、
以
前
は
別
業
態
の

店
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
合あ

い
さ砂
時

雄
さ
ん
、
ル
リ
子
さ
ん
夫
妻
が「
海

進
丸
水
産
」を
立
ち
上
げ
て
施
設
の

指
定
管
理
者
と
な
り
、
２
０
１
８

年
に
海
産
物
の
産
直
を
ス
タ
ー
ト
。

店
の
あ
る
所
に
は
震
災
前
、
時
雄

さ
ん
の
父
が
建
て
た
養
殖
の
作
業

小
屋
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
夫
妻
に

と
っ
て
思
い
入
れ
の
深
い
場
所
で

す
。

　

店
内
で
は
村
特
産
の「
す
き
昆

布
」や
ワ
カ
メ
を
は
じ
め
、
煮
干

し
、
生
ウ
ニ
、
冷
凍
の
ボ
イ
ル
タ

コ
、
赤
魚
な
ど
が
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。
来
店
者
は
も
ち
ろ
ん
、
岩

手
県
内
陸
部
の
商
業
施
設
な
ど
に

出
張
出
店
し
た
際
に
購
入
し
た
消

費
者
ら
が
、
後
に
通
販
で
商
品
を

注
文
す
る
よ
う
に
な
り
、
収
益
ア
ッ

プ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。「
店
長
」

の
ル
リ
子
さ
ん
が
主
に
接
客
や
発

送
に
当
た
り
、
漁
師
の
時
雄
さ
ん

は「
船
長
」と
し
て
海
産
物
の
供
給

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

時
雄
さ
ん
は
元
々
、
一
年
の
大

半
を
イ
カ
釣
り
漁
船
に
乗
り
込
み
、

日
本
沿
海
を
回
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
イ
カ
が
不
漁
と
な
り
、
昆

布
や
ワ
カ
メ
の
養
殖
と
定
置
網
な

ど
沿
岸
漁
業
に
軸
足
を
移
し
ま
し

た
。
地
球
温
暖
化
に
よ
る
海
水
温

上
昇
や
震
災
後
の
海
底
の
地
形
変

化
な
ど
で
、
漁
も
影
響
を
受

け
て
い
る
そ
う
で
す
。「
昆
布

は
海
水
温
25
度
を
超
え
る
と

腐
れ
て
し
ま
う
。
か
と
い
っ

て
収
穫
を
早
め
過
ぎ
て
も
実

入
り
が
な
い
。
工
夫
と
絶
妙

の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
極
め
る

の
が
大
切
」と
時
雄
さ
ん
。

　

店
で
は
厳
選
さ
れ
た
商
品

が
並
ん
で
い
ま
す
。
ル
リ
子

さ
ん
は「
自
分
た
ち
が
丹
精
込
め
て

育
て
た
も
の
を
、
お
い
し
く
、
さ

ま
ざ
ま
な
料
理
で
味
わ
っ
て
も
ら

い
た
い
」と
レ
シ
ピ
を
作
り
、
店
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も
掲
載
。
店
の

前
で
浜
焼
き
を
楽
し
ん
で
も
ら
お

う
と
海
鮮
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
セ
ッ
ト

も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

震
災
と
い
う
大
き
な
試
練
を
乗

り
越
え
た
普
代
村
の
水
産
業
を
未

来
へ
つ
な
げ
よ
う
と
、
夫
妻
は「
安

定
し
た
収
益
を
確
保
で
き
る
事
業

を
目
指
し
た
い
」と
張
り
切
っ
て
い

ま
す
。
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海
に
も
震
災
の
影
響

　

第
２
分
類
の
震
災
伝
承
施
設
に
登
録
さ
れ
て
い
る
岩
手
県
普

代
村
の「
普
代
水
門
」。
海
側
の
河
川
敷
は
園
地
と
し
て
整
備
さ

れ
、
そ
の
先
は
北
三
陸
で
は
珍
し
い
砂
浜
の
海
水
浴
場
が
広
が

り
ま
す
。水
門
を
海
側
か
ら
望
む
絶
好
の
場
所
に
あ
る
の
が「
浜

の
産
直  

き
ら
う
み
」。
漁
業
者
で
も
あ
る
夫
妻
が
切
り
盛
り

し
、
普
代
の
海
産
物
の
消
費
拡
大
に
努
め
て
い
ま
す
。

屋外で海鮮の炭火焼きも楽しめる「浜の産直 きらうみ」

普代村の特産品が並ぶ店内

飯舘村役場

宿泊体験館
きこり

石ポロ坂トンネル

いいたて村の道の駅
までい館

い
い
た
て
村
の
道
の
駅
ま
で
い
館

海
と
水
門
を
望
む
景
勝
地

普
代
村
の
海
産
物
を
販
売

浜
の
産
直

浜
の
産
直  

き
ら
う
み

き
ら
う
み

全
村
避
難
か
ら
の
復
興

品
数
や
集
客 

着
実
ア
ッ
プ

45

44

普代駅普代駅

普代村役場普代村役場

普代水門普代水門

太田名部防潮堤太田名部防潮堤

故和村幸得元普代村長
顕彰碑
故和村幸得元普代村長
顕彰碑

普代IC
三陸沿岸道路三陸沿岸道路

三陸鉄道
リアス線
三陸鉄道
リアス線

浜の産直
きらうみ
浜の産直
きらうみ

MAP

所在地／岩手県普代村第7地割字明神29
TEL080-1800-1389

店
を
切
り
盛
り
す
る
合
砂
さ
ん
夫
妻

●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）
●第1分類（災害の教訓が理解できるもの）

普代村の震災伝承施設

●故和村幸得元普代村長顕彰碑
普代村第7地割
●太田名部防潮堤　普代村第8地割
●普代水門　普代村第14地割
●津波石碑（大海嘯記念）
●津波石碑（三陸大海嘯 溺死者・諸
精霊供養搭）　妙相寺

第
2
分
類

第
１
分
類



　5月12日、第6回伝承ロードアドバイザリー委員会（委
員長・佐藤翔輔准教授〈東北大学災害科学国際研究
所〉）を開催しました。2024年度に当機構が企画・運営し
た3.11伝承ロード研修会の実施内容や参加者アンケー
ト結果、震災伝承施設の認知度調査結果、本年度に実施
予定の事業について報告し、議論をいただきました。
　3.11伝承ロード研修会は震災伝承施設や復興施設な
どを巡る企業・団体向けに実施しています。震災の教訓だ
けでなく、被災後の復旧・復興状況にも触れ、インフラの
重要性を理解できるほか、災害への「学び」と「備え」を学
習し、日常業務やＢＣＰなどでの活用を目的としています。
2019年から23年まで72回の研修会を実施し、1382人
を震災伝承施設などに案内しました。
　24年度は22回、参加者433人を岩手、宮城、福島
の震災伝承施設など41施設に案内しました。研修会ア
ンケート調査では満足度が「とても良かった」の回答が
88.4％と高評価で、現地でしか学べない、見ることのでき
ない震災の実情や教訓に直接触れられたことが好評のよ
うです。
　委員からは「研修会の参加者数を見ると地域別にば
らつきがあり、その要因を整理して」「研修会に初めて参

加した方の印象に残った点などを把握すれば研修企画
の参考になる」「研修会に参加し、自分の行動や考え方
にどのような変化が生じたかといった項目をアンケート
調査に加えてもらいたい」など、今後の3.11伝承ロード
研修会に向けた意見・要望がありました。
　また、東北地方整備局から「震災伝承の取り組みにつ
いて」、東北運輸局から「東北の観光の現状について」、岩
手県から「震災伝承に関するコンテンツ」の紹介がありま
した。
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忘れてはならない「記憶」 津波記憶石第29号（八戸市）

　一般社団法人全国優良石材店の会（全優石）=東京都=が東
日本大震災以来続けている津波記憶石プロジェクト。津波の到
達点を示すだけではなく、忘れてはならない「記憶」を残すこと
が重要で、津波の事実と教訓を示す石碑の設置し、自治体に寄
贈する取り組みを続けている。著名な彫刻家やデザイナーが津
波の痕跡をアートとして残し、戒めの碑文が刻まれている。
　八戸市市川町多賀地区は震災の津波で市内最大の被害を受
けた。最大高6．21㍍の津波が押し寄せ、建物被害は218棟に及
んだ。八戸市多賀多目的運動場には第2分類の震災伝承施設と
して「津波記憶石第29号」が設置されている。彫刻家の神戸峰男
さんがデザインを担当。幅1.8㍍、奥行き1.7㍍の基礎の上に、高
さ2.9㍍の逆L字型の石柱が2本立ち、その間に高さ1.1㍍の女
性ブロンズ像が座っている。製作コンセプトは「森羅万象。永遠の

いのちの力に祈りをこめて」。若い女性が空を見上げる姿は、自然
災害の苦難に負けず、立ち向かう命を表現している。
　運動場には管理棟を兼ねた高さ約20㍍の津波避難施設を
設置。コミュニティセンターとして機能する4階の集会室が避難ス
ペースとなり、災害時には80人を収容できるという。今後、津波
の発生が予測される場合、
素早い避難につなげ、人的
被害を抑える場にする。
　同じ運動場内に立つ津
波記憶石第29号の碑文に
は、こう書かれている。「最も
尊いもの それは一つしかな
い命」

所在地／青森県八戸市市川町市川後55-1
八戸市多賀多目的運動場内

百石道路百石道路

東北新幹線

東北新幹線

青
い
森
鉄
道

青
い
森
鉄
道

45

338

1915

283
下田百石IC

市川中市川中

津波記憶石第30号津波記憶石第30号

八戸市多賀
多目的運動場
八戸市多賀
多目的運動場

津波記憶石第29号津波記憶石第29号
MAP

津波記憶石第29号（八戸市）

Topics
Information

& 第６回
伝承ロードアドバイザリー委員会を開催
2024年度の3.11伝承ロード研修会の
実施状況などについて

委員会の開催状況


