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表紙写真説明（上から）
　　・明治 29年三陸地震津波	 鍬ヶ崎　日立浜	 （本文 71頁）
　　・昭和８年三陸地震津波	 田老尋常小学校	 （本文 78頁）
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刊行のごあいさつ

　
こ
の
た
び
、「
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
１
巻	≪

津
波
史
編≫

	

概
要
版
」
の
発
刊
に
あ
た
り
、
改
め
て
こ
の
震
災
に
よ
り
犠
牲
に
な
ら

れ
た
皆
様
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、平
成
23
年
３
月
11
日
の
発
災
か
ら
、早
３
年
余
が
経
過
し
ま
し
た
が
、今
日
ま
で
国
や
県
、県
内
外
の
自
治
体
、団
体
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々

に
多
大
な
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
当
市
は
、
平
成
24
年
７
月
に
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
復
興
計
画
を
策
定
し
、「
す
ま
い
と
暮
ら
し
の
再
建
」「
産
業
・
経
済
復
興
」「
安
全
な
地
域
づ

く
り
」
の
３
つ
を
復
興
の
柱
に
据
え
、
復
興
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
３
本
柱
の
中
の
「
安
全
な
地
域
づ
く
り
」
で
は
「
災
害
記

憶
の
後
世
へ
の
継
承
」
を
方
向
性
と
し
て
位
置
付
け
、
震
災
記
録
を
保
存
・
作
成
し
、
情
報
発
信
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
の
第
１
巻
概
要
版
の
内
容
で
す
が
、「
第
１
部　
東
日
本
大
震
災
」
で
は
、
広
報
み
や
こ
の
「
写
真
特
集	

津
波
」
や
東
日
本
大
震
災
に
お
け

る
地
震
、
津
波
、
被
害
の
概
要
等
の
各
種
デ
ー
タ
を
収
録
し
て
お
り
ま
す
。
次
に
「
第
２
部
【
資
料
編
】
歴
史
津
波
」
で
は
、
過
去
の
当
地
方
に
お

け
る
津
波
被
害
の
写
真
を
掲
載
し
、
各
種
史
料
・
文
献
か
ら
地
震
津
波
年
表
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
本
記
録
誌
は
、
当
市
に
お
け
る
津
波
災
害
の
記
録
集
・
デ
ー
タ
集
と
し
て
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
研
究
や
、
防
災
意
識
の
啓
発
・
教
育
活

動
に
末
永
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
末
筆
と
な
り
ま
す
が
、
本
記
録
誌
作
成
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
記
録
編
集
委
員
会
の
神
田
よ
り
子
委
員
長
並
び

に
南
正
昭
副
委
員
長
を
は
じ
め
と
す
る
委
員
の
皆
様
、
ま
た
、
各
種
資
料
・
記
録
の
収
集
に
あ
た
り
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
機
関
の
皆
様
に

厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
、
刊
行
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
平
成
26
年
９
月
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委
員
長
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学
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大
学	

人
文
学
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教
授　

神	

田	

よ
り
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刊行のごあいさつ

　
『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
１
巻	≪

津
波
史
編≫

』
刊
行
に
あ
た
り
、
震
災
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
未
だ
に
ご
苦
労
を
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
御
見
舞
を
申
し
上
げ
、
一
日
も
早
く
日
常
の
生
活
を
取
り
戻
せ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

　
私
は
自
分
自
身
の
研
究
の
た
め
、
宮
古
市
と
の
関
わ
り
が
30
年
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
多
く
の
友
人
や
知
人
が
こ
の
た
び
の
大
震

災
で
被
災
さ
れ
、
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
個
人
的
な
思
い
か
ら
、
こ
の
事
業
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
記
録
編
集
委
員
会
で
は
、『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
１
巻	≪

津
波
史
編≫

』
に
引
き
続
き
、
平
成
27

年
度
に『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
２
巻	
』の
刊
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
主
に
民
俗
学
の
方
法
に
よ
り
、様
々
な
立
場
の
方
々

か
ら
、
そ
の
と
き
ど
う
行
動
し
た
の
か
と
い
っ
た
被
災
の
体
験
、
ど
う
行
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
、
廻
り
の
方
々
に
ど
う
行
動
し
て
ほ
し
か
っ
た

の
か
と
い
う
実
体
験
を
踏
ま
え
た
お
考
え
を
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
場
で
の
対
応
の
仕
方
、
後
方
支
援
の
あ
り
方
な
ど
を
、
お
一
人
お
一
人
か

ら
聞
き
書
き
を
し
、
皆
様
方
の
記
憶
を
記
録
す
る
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
ど
も
の
活
動
は
聞
き
書
き
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
書
か
れ
た
皆
様
方
の
体
験
記
も
掲
載
す
る
予
定
で
、
そ
れ
ら
の
収
集
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
震
災
当
時
の
映
像
（
ビ
デ
オ
映
像
と
写
真
）
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化
し
て
保
存
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
編
集
委
員

会
で
は
多
く
の
研
究
仲
間
だ
け
で
は
な
く
、地
元
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
立
ち
上
が
る
ぞ
！
宮
古
市
田
老
」
の
方
々
や
、月
刊
タ
ウ
ン
誌
『
み
や
こ
わ
が
町
』

の
皆
様
方
と
も
協
力
し
て
取
材
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
録
が
、
今
回
の
災
害
を
乗
り
越
え
て
宮
古
市
が
災
害
に
強
い
町
と
な
る
一
助
と
な

れ
ま
す
よ
う
努
力
す
る
次
第
で
す
。

　
皆
様
方
が
一
日
も
早
く
普
通
の
日
常
生
活
に
戻
れ
ま
す
よ
う
祈
念
し
つ
つ
、
更
な
る
取
材
活
動
を
行
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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岩
手
大
学	

工
学
部
社
会
環
境
工
学
科	

教
授　

南　
　
正	

昭

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
早
3
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
未
曽
有
の
大
震
災
に
よ
り
、
こ
こ
宮
古
市
に
も
甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
幾
多
の
尊
い
命
が
失
わ
れ

る
と
と
も
に
、
多
く
の
建
築
物
や
施
設
が
被
災
、
流
失
し
、
地
区
に
よ
っ
て
は
街
の
姿
が
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
被
災
地
で
は
計
り
知
れ
な
い
苦
し
み
や
悲
し
み
を
受
け
止
め
つ
つ
、
日
々
の
生
活
を
続
け
て
来
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
こ
れ
か
ら
の
生
活
、
街
の
姿

を
描
き
出
し
創
り
出
し
て
い
く
た
め
に
、
住
民
、
行
政
、
支
援
者
ら
が
幾
度
も
の
話
し
合
い
を
重
ね
な
が
ら
、
復
興
に
向
け
た
計
画
の
策
定
や
実
践
を
進
め
て
き
て
い

ま
す
。

　
こ
の
悲
し
み
を
受
け
止
め
つ
つ
、
次
の
生
活
を
創
り
出
す
べ
く
歩
み
だ
す
、
宮
古
の
人
々
の
姿
を
歴
史
に
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
度
の
宮
古
市
史
編

纂
の
主
要
な
役
割
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
津
波
災
害
の
猛
威
に
つ
い
て
、
津
波
防
災
・
減
災
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
災
害
に
負
け
な
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
復
興
の

計
画
づ
く
り
や
進
め
方
に
つ
い
て
、
長
い
将
来
に
わ
た
り
人
類
が
学
ぶ
記
録
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
大
災
害
か
ら
人
々
が
生
活
を
切
り
開
い
て
行
く
姿
か
ら
、

私
た
ち
は
人
と
し
て
、
ま
た
社
会
と
し
て
掛
け
替
え
の
な
い
も
の
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
今
後
、
わ
が
国
に
起
こ
り
う
る
大
災
害
に
対
し
て
、
個
人
や
世
帯
、
地
域
社
会
、
都
市
基
盤
施
設
や
法
制
度
等
々
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
事
前
に
と
っ
て

お
け
ば
良
い
の
か
、
万
が
一
ま
た
大
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
良
い
の
か
、
学
ば
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
同
時
に
、
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
犠
牲
に
な
っ
た
多
く
の
方
々
の
命
の
尊
厳
を
、
鎮
魂
の
念
と
と
も
に
思
い
起
こ
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
度
、
大
震
災
以
前
か
ら
の
ほ
ぼ
10
年
に
わ
た
る
宮
古
と
の
ご
縁
に
よ
り
、
宮
古
市
歴
史
編
纂
の
役
割
の
一
端
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

津
波
防
災
の
街
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
田
老
地
区
に
は
、
学
生
と
と
も
に
度
々
訪
れ
、
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。
土
地
の
標
高
や
居
住
者
の
分
布
状
況

を
調
べ
、
大
震
災
直
前
の
２
０
１
１
年
1
月
に
は
１
０
０
名
以
上
の
住
民
の
方
々
に
参
画
し
て
い
た
だ
き
、
一
人
ひ
と
り
に
あ
っ
た
津
波
避
難
の
た
め
の
訓
練
の
取
り

組
み
を
始
め
た
ば
か
り
で
し
た
。

　
宮
古
が
向
き
合
っ
て
き
た
津
波
防
災
へ
の
道
の
り
は
、
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
持
続
的
な
取
り
組
み
が
、
人
類
の
叡
智
と
な
り
希
望
と
な
る
こ

と
を
心
か
ら
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

刊行のごあいさつ

　
『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
１
巻	≪

津
波
史
編≫

』
刊
行
に
あ
た
り
、
震
災
に
よ
っ
て
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
未
だ
に
ご
苦
労
を
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
御
見
舞
を
申
し
上
げ
、
一
日
も
早
く
日
常
の
生
活
を
取
り
戻
せ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

　
私
は
自
分
自
身
の
研
究
の
た
め
、
宮
古
市
と
の
関
わ
り
が
30
年
に
及
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
多
く
の
友
人
や
知
人
が
こ
の
た
び
の
大
震

災
で
被
災
さ
れ
、
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
個
人
的
な
思
い
か
ら
、
こ
の
事
業
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
記
録
編
集
委
員
会
で
は
、『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
１
巻	≪

津
波
史
編≫

』
に
引
き
続
き
、
平
成
27

年
度
に『
東
日
本
大
震
災	

宮
古
市
の
記
録　
第
２
巻	

』の
刊
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
主
に
民
俗
学
の
方
法
に
よ
り
、様
々
な
立
場
の
方
々

か
ら
、
そ
の
と
き
ど
う
行
動
し
た
の
か
と
い
っ
た
被
災
の
体
験
、
ど
う
行
動
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
、
廻
り
の
方
々
に
ど
う
行
動
し
て
ほ
し
か
っ
た

の
か
と
い
う
実
体
験
を
踏
ま
え
た
お
考
え
を
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
場
で
の
対
応
の
仕
方
、
後
方
支
援
の
あ
り
方
な
ど
を
、
お
一
人
お
一
人
か

ら
聞
き
書
き
を
し
、
皆
様
方
の
記
憶
を
記
録
す
る
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
ど
も
の
活
動
は
聞
き
書
き
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
書
か
れ
た
皆
様
方
の
体
験
記
も
掲
載
す
る
予
定
で
、
そ
れ
ら
の
収
集
も
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
震
災
当
時
の
映
像
（
ビ
デ
オ
映
像
と
写
真
）
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
化
し
て
保
存
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
編
集
委
員

会
で
は
多
く
の
研
究
仲
間
だ
け
で
は
な
く
、地
元
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
立
ち
上
が
る
ぞ
！
宮
古
市
田
老
」
の
方
々
や
、月
刊
タ
ウ
ン
誌
『
み
や
こ
わ
が
町
』

の
皆
様
方
と
も
協
力
し
て
取
材
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
録
が
、
今
回
の
災
害
を
乗
り
越
え
て
宮
古
市
が
災
害
に
強
い
町
と
な
る
一
助
と
な

れ
ま
す
よ
う
努
力
す
る
次
第
で
す
。

　
皆
様
方
が
一
日
も
早
く
普
通
の
日
常
生
活
に
戻
れ
ま
す
よ
う
祈
念
し
つ
つ
、
更
な
る
取
材
活
動
を
行
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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津
波
宮
古
市
の
被
災
記
録
と
復
興
へ
の
一
歩

写真撮影　藤田浩司、川内義昭、中村寛亮、中村尚道
（広報みやこ）

写真協力　宮古漁業協同組合、田老町漁業協同組合、
　　　　　前川  均、和田  薫（敬称略）

写真特集
Document 2011.3.11

広
報2011.6.1❸

こ
の
た
び
の
津
波
に
よ
り
、
多
く
の
尊
い
命
や
貴
重
な
財
産
が
奪
わ
れ
ま
し
た
。

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
に
哀
悼
の
意
を
さ
さ
げ
ま
す
と
と
も
に
、

被
災
さ
れ
た
市
民
の
皆
さ
ま
へ
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

広
報
み
や
こ
は
、
市
内
の
被
災
状
況
を
あ
り
の
ま
ま
後
世
へ
と
伝
え
残
す
た
め
、

こ
の
写
真
特
集
を
企
画
し
ま
し
た
。

本
号
が
、「
絶
望
」
を
「
希
望
」
に
変
え
、

復
興
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
一
冊
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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市
街
地
〜
磯
鶏

３月11日午後３時23分。真っ黒に染
まった波はみるみるうちに水位を上げ、
ごう音とともに市街地へと流れ込んだ

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file1

広
報 2011.6.1 ❹広

報2011.6.1❺

地震と津波の状況（気象庁発表）
発生日時 平成23年３月11日㈮午後２時46分ごろ
震源地 三陸沖北緯38度6.2分、東経142度51.6分、牡鹿半島の東南東約130km付近
震源の深さ 約24km
震源の規模 マグニチュード9.0（暫定値）
震度 震度５強／茂市、震度５弱／五月町、鍬ヶ崎、長沢、田老、川井、門馬田代
警報などの発表 平成23年３月11日㈮午後２時49分　岩手県に大津波の津波警報

平成23年３月12日㈯午後８時20分　津波の津波警報に切り替え
平成23年３月13日㈰午前７時30分　津波の津波注意報に切り替え
平成23年３月13日㈰午後５時58分　津波の津波注意報解除

第１波到達時間／高さ 平成23年３月11日㈮午後２時48分／ 0.2ｍ
最大波到達時間／高さ 平成23年３月11日㈮午後３時26分／ 8.5ｍ以上

※後日現地で回収した津波観測点の記録分析の結果
（参考）津波遡上高 37.9ｍ／田老小堀内地区※東大地震研究所発表

38.9ｍ／重茂姉吉地区※東京海洋大学発表

避難などの状況
市災害対策本部の設置 平成23年３月11日㈮午後２時46分
水ひ門の閉鎖 警報発表時閉鎖水ひ門111カ所（宮古地域93カ所、田老地域18カ所）
避難指示発令 平成23年３月11日㈮午後２時49分
避難指示解除 平成23年３月13日㈰午後５時58分
避難指示対象 5,227世帯・12,842人
避難所箇所数・避難者数 85カ所・8,889人（最大時）

３月11日午後３時25分。上の写真から７分後、
防波堤より高くなった海面。波は堰を切った
ように一気に市街地へとあふれ込む

浸水した市役所前交差点。波に飲み込まれた車のクラクションの
音がしばらくの間鳴り響いた後、辺りはひっそりと静まりかえった

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

３月11日午後３時18分。底が見えるほど
潮が引いた閉伊川。避難を呼び掛ける消
防車が防波堤沿いを走る

広
報2011.6.1❼ 広

報 2011.6.1 ❻
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滝のように市街地へ流れ込む津波はとどまるところを知らない

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 ❽広

報2011.6.1❾

市内全域が暗闇に包まれた夜が白々と明けた翌日・３月12日
午前５時30分。まちの惨状があらためて浮き彫りになる

激しいしぶきを上げながら藤原地区に容赦なく襲いかかる津波

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 ❿広

報2011.6.1⓫

防波堤に隣接する光岸地地区の被災状況
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鍬
ヶ
崎

魚市場施設や関連資材、車などが次々と波に飲み
込まれた出崎ふ頭（提供：宮古漁業協同組合）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file2

広
報 2011.6.1 ⓮広

報2011.6.1⓯

津波により破壊されたリアスハーバー宮古。
インターハイヨット競技の開催場所として
準備を進めてきただけに残念でならない

磯鶏・神林地区の交差点付近。打ち上げら
れた船と倒壊した家屋が入り交じる

津波の勢いで壊れ落ちた閉伊川に架かるJR山田線の鉄橋

広
報 2011.6.1 ⓬広

報2011.6.1⓭

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

破壊された市役所１階ロビー

市街地には流された車や打ち上
げられた船が無数に残された

がれきや泥でふさがれた道路。
市役所前から築地方向をのぞむ
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倒壊した家屋が引き波によって宮古湾へと
流れ出ていく（提供：宮古漁業協同組合）

全国から集結した応援部隊により続けられた懸命
の捜索活動もむなしく、多くの尊い命が奪われた。
奥に見えるのは打ち上げられた観光船

旧魚市場建屋。波の力により車がアーチ
状の屋根の下まで打ち上げられている

浄土ヶ浜大橋から見た蛸の浜町、港町方面

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報2011.6.1⓱ 広

報 2011.6.1 ⓰

ホタテやカキの養殖漁場として知られる日出島漁港。
津波は高台にまで及び、漁港は壊滅的な被害を受けた

女遊戸海岸からほど近くに位置する宮古栽培漁業セ
ンター。津波の威力により変わり果てた姿になった

集落の奥まで波に洗われ家屋が損壊した中の浜地区
広
報 2011.6.1 ⓲広

報2011.6.1⓳

崎
山

記録
file3

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩
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大きく決壊し湾口部が目の当たりとなった
金浜地区の防波堤

波はJRの線路を越え奥の集落をも襲った。
大きくねじ曲がった線路が波の威力を物語
る（金浜地区）

被災後の高浜地区。防波堤を乗り越えた波は
国道45号から一気に集落に流れ込んだ

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報2011.6.1� 広

報 2011.6.1 �

高さ20㍍はあると思われる自動車販
売店の看板にくっきりと残る波の跡

温泉施設の看板付近に絡まる養殖ブイ

高台に位置する宮古道路付近まで駆け上った津波。携帯
電話で宮古南ICから約400㍍地点より撮影（提供：和田  薫）

高台に位置する高浜小学校の校庭
にも津波が襲来した。引き波の力
でフェンスが海側に倒れている 広

報 2011.6.1 ⓴広
報2011.6.1�

高
浜
・
金
浜

集落全体が壊滅的な被害を受けた金浜地区

記録
file4

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩
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津
軽
石
・
赤
前
・
白
浜

津軽石川左岸に隣接する法の脇、右岸の栄通りや赤前の各地区
が壊滅的な被害を受けた。津波は津軽石小学校や宮古工業高校
など海からほど遠い地域まで入り込み大きな爪痕を残した

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file5

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

津波は宮古運動公園を飲み込み赤前地区を襲った。
奥に見えるのは波の力によりなぎ倒された市営住宅

宮古工業高校の校庭になだれ込む津波（提供：前川  均）

上の写真から数分後。瞬く間に辺り
一面が海と化した（提供：前川  均）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�
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重
茂

ウニ、アワビ、ワカメなど良質な海産物の宝庫・重茂地区。
各漁港に整備された重茂漁業協同組合の施設は破壊され、
漁船も流失した。写真は被災後の音部地区。漁港を直撃
した波は集落の奥まで達し、壊滅的な被害をもたらした

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file6

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

漁港の防波堤を越えた波が家屋を
破壊した白浜地区

津波の威力により脱線したJR
山田線の車両（津軽石駅構内） 集落の大部分の家屋が壊滅した法の脇地区

自衛隊によるがれきの撤去作業（栄通り地区）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�
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重茂漁港（里）。製氷冷蔵工場やア
ワビの種苗生産施設などが失われた

音部漁港。加工場や集荷所などの施
設は鉄骨の柱だけが無惨に残された

重茂半島線に架かる向渡橋は津波
で破壊され、交通が寸断された

千鶏地区。津波は漁港を襲い
千鶏小学校の高さにまで達した

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

広い範囲にわたり壊滅した田老地区。総延長
2,433㍍、海面からの高さ10㍍に及ぶ田老の大
防潮堤も、今回の津波にはなすすべがなかった

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file7
田
老

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�
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大防潮堤をいとも簡単に乗り越え、一気に
流れ込む津波（提供：田老町漁業協同組合）

一面ががれきの山と化した田老地区。倒壊した家
屋は市役所田老庁舎（右上奥）まで押し流された津波襲来後、相次いで発生した火災

押し流された家屋とがれきの山で道路を
失った住民は三陸鉄道の線路を往来した

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

記録
file8

５月６日、本市の避難所の一つとなっている市民総合体育館を訪問
された天皇、皇后両陛下。両陛下は、同施設で避難生活を強いられ
ている約100人の市民に「お体はどうですか」「よくご無事でいられ
ましたね」などと励ましの声を掛けられました

天
皇
、皇
后
両
陛
下
が

本
市
避
難
所
を
慰
問

復
興
へ
の
一
歩
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「倒れても倒れても立ち上がる姿で勇気を与えたい」。避難所で生
活中の市民を集めて行われた、佐々木健介さんの団体によるチャ
リティープロレス。試合後には妻の北斗晶さんらとともに子ども
たちに文房具などをプレゼントした（５月４日・ふれあい公園）

「絶対復興するというプラス思考で頑張ろう」。プロ野球巨人で
活躍した中畑清さん、篠塚和典さんが激励。新品のグラブを子ど
もたちにプレゼントした。お笑い芸人の松村邦洋さんも訪れ、
物まねで笑いを誘った（４月26日・グリーンピア三陸みやこ）

鍬ヶ崎小学校から宮古湾をのぞむ。がれきの
中で静かに開いた桜の花が春の訪れを告げる

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

被災した車両の仮置き場となった藤原ふ頭

急ピッチで進められる応急仮設住宅の建設

「宮古市民に潤いと元気を与えたい」。花と緑の農
芸財団や北海道釧路市の造園会社などから１万
株余りの花々が集まり、ボランティア150人の手
で市内に飾られた（４月16日・宮古駅前広場）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�
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震災による停電などの影響にも負けずに育っ
た約100匹のサケの稚魚を放流する赤前小学校
の児童たち（４月28日・津軽石川河川敷）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

「
大
き
く
な
っ
て
元
気
に
帰
っ
て
き
て
ね
」。

幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、

約
４
年
の
歳
月
を
か
け
て
ふ
る
さ
と
の
川
に
帰
っ
て
く
る
鮭さ

け

。

が
れ
き
の
残
る
津
軽
石
川
を
、

大
海
原
へ
向
か
っ
て
旅
立
ち
ま
し
た
。

ま
ち
の
復
興
ま
で
は
、

長
く
険
し
い
道
の
り
。

市
民
全
員
で
力
を
合
わ
せ
て
、

宮
古
市
の
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�

「つらいけど一緒に頑張ろう」。避難所を
訪れ、一人一人にやさしく声を掛ける俳
優の渡辺謙さん（５月４日・第二中学校）

市内の各避難所で開かれた自衛隊音楽隊による
演奏会。手作りシェーカーを手に会場と一体と
なっての演奏が繰り広げられ、笑顔の花が咲いた

滋賀県長浜市雨森地区の住民らが復興を祈って
制作した長さ50㍍の巨大こいのぼり。NPO法人
劇団ゆうとその関係者らの企画の下、「がんばれ
岩手」「勇気  希望  復興」と書かれた姿が宮古湾
内上空を力強く泳いだ（５月11日・藤原ふ頭）

写真特集
Document 2011.3.11 津波 宮古市の被災記録と復興への一歩

広
報 2011.6.1 �広

報2011.6.1�
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１　
地
震
と
津
波
の
概
要

　
⑴　
地
震
の
概
要

○
発
生
日
時　
平
成
23
年
（
２
０
１
１
）
年
３
月
11
日
14
時
46
分

○
名　
　
称

　
　
３
月
11
日
、
気
象
庁
は
こ
の
地
震
を
「
平
成
23
年
（
２
０
１
１
年
）
東
北
地

　
　
方
太
平
洋
沖
地
震
」
と
命
名
。
４
月
１
日
、
政
府
は
地
震
に
よ
る
震
災
の
名

　
　
称
を
「
東
日
本
大
震
災
」
と
す
る
と
発
表
し
た
。
岩
手
県
で
は
「
東
日
本
大

　
　
震
災
津
波
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
震
央
地　
三
陸
沖
、
牡
鹿
半
島
の
東
南
東
約
１
３
０
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル
付
近

　
　
　
　
　
　
北
緯
38
度
06
・
21
分
、
東
経
１
４
２
度
51
・
66
分

○
震
源
の
深
さ　
約
24
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル

○
震
源
域　
長
さ
約
４
５
０
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル
、
幅
約
２
０
０
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル
と
推
定

○
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
0

　
地
震
の
規
模
を
示
す
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
0
は
我
が
国
の
観
測
史
上
最
大
と

な
り
、
こ
の
地
震
に
よ
り
巨
大
な
津
波
が
太
平
洋
岸
を
中
心
に
押
し
寄
せ
、
２
万

人
近
く
の
死
者
・
行
方
不
明
者
を
生
じ
る
未
曾
有
の
大
災
害
と
な
っ
た
。

　
宮
城
県
栗
原
市
で
震
度
７
を
観
測
し
た
ほ
か
、
岩
手
県
か
ら
茨
城
県
に
か
け
て

の
太
平
洋
岸
の
広
い
範
囲
で
震
度
６
強
や
６
弱
の
揺
れ
が
記
録
さ
れ
た
（
図
表

１
）。
我
が
国
で
震
度
７
が
観
測
さ
れ
た
の
は
、
平
成
７
年
（
１
９
９
５
）
の
兵

庫
県
南
部
地
震
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
）、
平
成
16
年
（
２
０
０
４
）
新
潟
県
中

越
地
震
に
次
い
で
三
度
目
と
な
っ
た
。

　
岩
手
県
で
は
一
関
市
・
大
船
渡
市
な
ど
で
震
度
６
弱
を
記
録
、
震
源
に
近
い
県

南
部
で
揺
れ
が
強
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
宮
古
市
で
は
茂
市
で
震
度
５
強

を
記
録
、
門
馬
田
代
・
鍬
ヶ
崎
・
五
月
町
・
田
老
・
川
井
・
長
沢
で
震
度
５
弱
と

な
っ
た
（
図
表
２
）。

　
こ
の
地
震
の
主
な
破
壊
継
続
時
間
は
約
１
６
０
秒
に
及
び
、
同
日
15
時
08
分
に

は
震
源
域
の
北
、
岩
手
県
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７・
４
、
15
時
15
分
に
は
茨
城

県
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７・
６
の
余
震
（
最
大
余
震
）
が
発
生
し
、
そ
の
後
も

非
常
に
活
発
に
推
移
し
た
（
図
表
３
）。

　
こ
の
地
震
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
日
本
海
溝
か
ら
沈
み
込
む
海
側
プ
レ
ー
ト
（
太

平
洋
プ
レ
ー
ト
）
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
陸
側
プ
レ
ー
ト
（
北
米
プ
レ
ー
ト
）
が

跳
ね
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
典
型
的
な
海
溝
型
大
地
震
で
あ
っ
た
（
図
表

４
）。

【
図
表
１
】
３
月
11
日
14
時
46
分
に
発
生
し
た
本
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９・０
、
最
大

震
度
７
）
の
市
町
村
ご
と
の
震
度
分
布
（
気
象
庁
２
０
１
２
・
12 

よ
り
）　　
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釜石市中妻町 (5.7)、矢巾町南矢幅 (5.7)、大船渡市大船渡町 (5.6)、 
大船渡市猪川町 (5.6)、滝沢村鵜飼 (5.6)、一関市花泉町 (5.6)、藤沢町藤沢 (5.6)、 
花巻市大迫町 (5.5)、一関市室根町 (5.5)、奥州市前沢区 (5.5)、奥州市衣川区 (5.5)

釜石市只越町 (5.4)、盛岡市玉山区藪川 (5.4)、北上市柳原町 (5.4)、 
北上市相去町 (5.4)、奥州市江刺区 (5.4)、普代村銅屋 (5.3)、盛岡市玉山区渋民 (5.3)、 
花巻市東和町 (5.3)、遠野市松崎町 (5.3)、平泉町平泉 (5.3)、八幡平市田頭 (5.2)、 
八幡平市野駄 (5.2)、花巻市材木町 (5.2)、金ヶ崎町西根 (5.2)、奥州市水沢区佐倉河 (5.2)、 
山田町大沢 (5.1)、住田町世田米 (5.1)、盛岡市山王町 (5.1)、一関市東山町 (5.1)、 
一関市川崎町 (5.1)、奥州市水沢区大鐘町 (5.1)、宮古市茂市 (5.0)、花巻市石鳥谷町 (5.0)、 
遠野市宮守町 (5.0)、一関市大東町 (5.0)

宮古市門馬田代 (4.9)、野田村野田 (4.9)、大船渡市盛町 (4.9)、二戸市浄法寺町 (4.9)、 
紫波町日詰 (4.9)、宮古市鍬ヶ崎 (4.8)、宮古市五月町 (4.8)、一戸町高善寺 (4.8)、 
八幡平市大更 (4.8)、宮古市田老 (4.7)、宮古市川井 (4.7)、山田町八幡町 (4.7)、 
盛岡市馬場町 (4.7)、岩手町五日市 (4.7)、久慈市川崎町 (4.6)、久慈市長内町 (4.6)、 
二戸市石切所 (4.6)、雫石町干刈田 (4.6)、軽米町軽米 (4.6)、宮古市長沢 (4.5)、 
二戸市福岡 (4.5)、葛巻町葛巻元木 (4.5)、花巻市大迫総合支所 (4.5)

震度６弱

震度５強

震度５弱

　

【
図
表
３
】
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
そ
の
余
震

２
０
１
１
年
３
月
１
日
〜
２
０
１
２
年
２
月
29
日
、
深
さ
０
〜
90
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
≧
５
・０
、

図
中
の
吹
き
出
し
は
矩
形
区
域
内
で
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
・０
以
上
の
地
震
と
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
６
・
0
以
上
で
震
度
５
強
以
上
を
観
測
し
た
地
震
（
気
象
庁
２
０
１
２
・
12 

よ
り
）

　　【図表２】　東北地方太平洋沖地震における岩手県各地の震度

　　（　　）内は計測震度を記す。
　　気象庁技術報告第 133 号に掲載のデータより作成。
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　【図表４】（ａ）日本列島周辺のプレート構造
　（ｂ）プレート沈み込みによる海溝型大地震発生の模式図
　（岡田 2012.3 より）

【図表５】平成 23 年４月 11 日地震調査委員会評価文（気象庁技術報告　第 133 号より）

（防災科学技術研究所「東日本大震災調査報告」より）

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の評価
○３月 11 日 14 時 46 分頃に三陸沖の深さ約 25 ㎞でマグニチュード（Ｍ）9.0（暫定）の地震が発生した。
　今回の本震の規模はこれまでに日本国内で観測された最大の地震である。この地震により宮城県栗原市で
　最大震度７を観測した。また、相馬で 7.3 ｍ以上、大洗で 4.2 ｍ、釜石で 4.1 ｍ以上などの高い津波を北
　海道地方、東北地方、関東地方の太平洋沿岸で観測した。

○発震機構は西北西－東南東方向に圧力を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生し
　た地震である。

○３月 13 日 15 時現在、最大の余震は 11日 15 時 08 分に発生したＭ 7.5（暫定）の地震で、岩手県から茨
　城県にかけての太平洋沖でＭ 7.0 以上の地震が３回発生しており、Ｍ 6.0 以上の余震が 40 回（暫定値）　
　発生している。余震域は南北約 500 ㎞にわたっている。今後も規模の大きな余震が発生する恐れがある。

○ＧＰＳ観測の結果によると、本震の発生に伴って、志津川観測点（宮城県）が約 4.4 ｍ東南東に移動する
　などの地殻変動が観測されている。また、岩手県から福島県にかけての沿岸で最大約 75 ㎝の沈降も観測
　されており、津波がおさまった後も引き続き浸水している地域がある。

○今回の地震の震源域は、岩手県沖から茨城県沖までに及んでいる。地震波及び地殻変動などによる様々な
　解析結果があるが、その長さは約 400 ㎞、幅は約200 ㎞で、最大の滑り量は約20ｍ以上であったと推定
　される。地震調査委員会で評価している宮城県沖・その東の三陸沖南部海溝寄り、福島県沖、茨城県沖の
　領域を震源域としたと考えられるが、更に三陸沖中部や、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの一部にまで
　及んでいる可能性もある。
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⑵　
津
波
の
概
要

　
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
が
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９・
０
と
い
う
海
溝
型
の
巨
大

地
震
で
あ
っ
た
た
め
、
津
波
の
規
模
も
桁
違
い
に
大
き
く
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
に

か
け
て
の
太
平
洋
沿
岸
で
高
い
津
波
が
観
測
さ
れ
た
ほ
か
、
日
本
海
、
オ
ホ
ー
ツ

ク
海
、
東
シ
ナ
海
の
沿
岸
で
も
津
波
が
観
測
さ
れ
、
さ
ら
に
ハ
ワ
イ
や
北
米
・
南

米
に
ま
で
津
波
が
到
達
し
た
と
い
う
。

　
岩
手
県
の
釜
石
・
大
船
渡
、
宮
城
県
の
石
巻
な
ど
で
は
、
津
波
の
第
一
波
が
14

時
46
分
、
す
な
わ
ち
津
波
発
生
と
ほ
ぼ
同
時
に
10
か
ら
20
㌢
の
高
さ
で
到
達
し
、

最
大
波
は
15
時
20
分
前
後
、
地
震
発
生
の
約
30
分
後
に
津
波
に
襲
わ
れ
た
。
宮
古

市
で
は
日
立
浜
の
気
象
庁
検
潮
所
の
観
測
デ
ー
タ
で
15
時
01
分
に
第
一
波
が
到
達

し
、
15
時
26
分
に
８・５
㍍
以
上
の
浪
の
高
さ
を
観
測
し
て
い
る
（
検
潮
所
が
流

失
し
た
た
め
不
正
確
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
、
図
表
６
）。

　

津
波
遡
上
高
は
東
京
大
学
地
震
研
究
所
の
発
表
に
よ
る
と
、
田
老
小
堀
内
で

37
・
９
㍍
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
津
波
合
同
調
査
グ
ル
ー
プ
（
２
０
１
１
）

に
よ
る
津
波
痕
跡
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
今
回
の
津
波
の
最
大
遡
上
高
は
宮
古
市

重
茂
姉
吉
で
計
測
さ
れ
た
40
・
５
㍍
で
あ
る
。
こ
の
値
は
こ
れ
ま
で
国
内
最
高
と

さ
れ
た
１
８
９
６
年
の
明
治
三
陸
地
震
津
波
の
際
の
大
船
渡
市
三
陸
町
綾
里
に
お

け
る
遡
上
高
38
・
２
㍍
を
更
新
し
た
。

　
気
象
庁
で
は
、
地
震
発
生
か
ら
３
分
後
の
14
時
49
分
、
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福

島
県
に
津
波
警
報（
大
津
波
）を
発
令
し
予
想
さ
れ
る
津
波
の
高
さ
３
㍍
と
し
た
。

15
時
14
分
に
は
津
波
の
高
さ
を
６
㍍
、
15
時
30
分
に
は
10
㍍
以
上
と
予
想
さ
れ
る

津
波
の
高
さ
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。そ
の
後
、12
日
20
時
20
分
に
津
波
警
報（
津
波
）

に
、
13
日
７
時
30
分
に
津
波
注
意
報
に
切
り
替
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
警
報
・
注
意

報
が
解
除
さ
れ
た
の
は
３
月
13
日
17
時
58
分
で
あ
っ
た
（
図
表
７
）。

　
三
陸
沿
岸
で
は
、
１
８
９
６
年
明
治
三
陸
地
震
津
波
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８
・

３
）、
１
９
３
３
年
昭
和
三
陸
地
震
津
波
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８・
１
）、

１
９
６
０
年
チ
リ
地
震
津
波
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
大
き
な
津
波
災
害
に
見

舞
わ
れ
、
津
波
の
常
襲
地
帯
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
８
６
９

年
貞
観
地
震
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８・
３
）
で
は
海
岸
か
ら
３
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル

程
度
ま
で
仙

台
平
野
に
浸
入
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
佐
竹
ほ
か
、
２
０
０
８
）。
今

回
の
津
波
は
、
高
さ
の
点
で
明
治
三
陸
津
波
に
、
ま
た
内
陸
へ
の
浸
入
距
離
の
点

で
貞
観
地
震
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
た
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
う
（
岡
田
、

２
０
１
２
）。

　【図表６】津波観測施設で観測された津波の観測値（気象庁技術報告 第 133 号より）

津波観測点名

第一波 最大の高さの波 最高潮位
到達時刻 
( 始まり ) 

ａ

発　現 
時　刻 

ｂ
高さ

発　現 
時　刻 

ｄ

D.L. から 
計った 
潮位

日　時　分 日　時　分 ㎝　＊９ 日　時　分 ㎝　＊９

宮古　＊１　＊４　＊５ 11　15　１ 11　15　26 8.5 ｍ以上 11　15　26 9.0 ｍ以上

大船渡　＊１　＊３　＊５　＊６ 11　14　― 11　15　18 8.0 ｍ以上 11　15　18 9.8 ｍ以上

釜石　＊１　＊５　＊６ 11　14　― 11　15　21 420 以上 11　15　21 642 以上

岩手久慈沖　＊１　＊２ 11　14　― 11　15　19 4.0 ｍ
岩手宮古沖　＊１　＊２ 11　14　― 11　15　12 6.3 ｍ
岩手釜石沖　＊１　＊２ 11　14　48 11　15　11 6.7 ｍ

＊１　データの入手出来ない期間があったことを示す 
＊２　ＧＰＳ波浪計の観測点であることを示す 
＊３　巨大津波観測計により観測されたことを示す（観測単位は 0.1 ｍ） 
＊４　第一波を潮位計、最大波を巨大津波観測計により観測されたことを示す 
＊５　地盤沈下の影響で、第１波の読み取りが不正確である可能性があることを示す 
＊６　地震の揺れにより生じた潮位の変動等のため、潮位データからは津波の第一波の 
　　　始まりに時刻が特定できなかったもの 
＊９　巨大津波観測計とＧＰＳ波浪計については、観測単位 0.1 ｍで掲載している
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【図表７】津波警報・注意報の発表状況（津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報を含む）
　　　　　  　 発表時刻 
　　　　　  　 上 : 警報等 
津波予報区　    下 : 予想高さ

11 日 
14 時 49 分 
14 時 50 分

11 日 
15 時 14 分 
15 時 14 分

11 日 
15 時 30 分 
15 時 31 分

11 日 
16 時 08 分 
16 時 09 分

11 日 
18 時 47 分 
18 時 47 分

11 日 
21 時 35 分 
21 時 36 分

11 日 
22 時 53 分 
22 時 53 分

12 日 
３時 20 分 
３時 20 分

12 日 
13 時 50 分 
　　―

12 日 
20 時 20 分 
　　―

13 日 
07 時 30 分 
　　―

13 日 
17 時 58 分 
　　―

北海道太平洋沿岸東部 0.5 ｍ 1 ｍ 3 ｍ 6 ｍ → → → → 解除
北海道太平洋沿岸中部 1 ｍ 2 ｍ 6 ｍ 8 ｍ → → → → 解除
北海道太平洋沿岸西部 0.5 ｍ 1 ｍ 4 ｍ 6 ｍ → → → → 解除
北海道日本海沿岸北部 0.5 ｍ → → 解除
北海道日本海沿岸南部 0.5 ｍ 1 ｍ → → → → → 解除
オホーツク海沿岸 0.5 ｍ → → → → → 解除
青森県日本海沿岸 0.5 ｍ 1 ｍ 2 ｍ 3 ｍ → → → → 解除
青森県太平洋沿岸 1 ｍ 3 ｍ 8 ｍ 10 ｍ以上 → → → → 解除
陸奥湾 0.5 ｍ 1 ｍ → → → → → 解除
岩手県 3 ｍ 6 ｍ 10 ｍ以上 → → → → → 解除
宮城県 6 ｍ 10 ｍ以上 → → → → → → 解除
秋田県 0.5 ｍ → → → → 解除
山形県 0.5 ｍ → → → → 解除
福島県 3 ｍ 6 ｍ 10 ｍ以上 → → → → → 解除
茨城県 2 ｍ 4 ｍ 10 ｍ以上 → → → → → 解除
千葉県九十九里・外房 2 ｍ 3 ｍ 10 ｍ以上 → → → → → 解除
千葉県内房 0.5 ｍ 1 ｍ 2 ｍ 4 ｍ → → → → 解除
東京湾内湾 0.5 ｍ 1 ｍ 2 ｍ → → → → 解除
伊豆諸島 1 ｍ 2 ｍ 4 ｍ 6 ｍ → → → → 解除
小笠原諸島 0.5 ｍ 1 ｍ 2 ｍ 4 ｍ → → → → 解除
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【図表８】津浪調査地点と津波の高さ（「気象庁技術報告 第 133 号」より）      
観測地点名 調査日 調査時刻 津波の高さ（ｍ）

99 　　宮古市日立浜町（宮古検潮所付近）① ３/28 12:00 7.3

100 　　宮古市日立浜町（宮古検潮所付近）② ３/28 11:00 7.1

101 　　宮古市日立浜町（宮古検潮所付近）③ ３/28 12:25 5.1

102 　　宮古市光岸地 ３/28 13:45  8.5

103 　　宮古市藤原閉伊川河口付近 ３/28  14:50 9.3

気象庁技術報告　第 133 号　2012 年

－ 170－

漂着物位置 

防潮堤 

写真 98 津波の痕跡（第 3.2.82 図の 98）樹木の枝に漂着物を確認 

写真 99 津波の痕跡（第 3.2.83 図の 99）赤丸内で漂着物を確認 

○宮古市日立浜町（宮古検潮所付近）①・②・③，宮古市光岸地，宮古市藤原閉伊川河口付近 

第 3.2.83 図 津波調査地点 

検潮所 
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気象庁技術報告　第 133 号　2012 年

－ 171－

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 100 津波の痕跡（第 3.2.83 図の 100） 

漂着物を確認 

写真 102 津波の痕跡（第 3.2.83 図の 102）漂着物を確認 

写真 101 津波の痕跡（第 3.2.83 図の 101） 

漂着物を確認 

写真 103 津波の痕跡（第 3.2.83 図の 103）樹木で漂着物を確認 
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２　
被
害
の
概
要

　
⑴　
浸
水
と
地
盤
沈
下

　
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
津
波
に
よ
り
東
日
本
の
太
平
洋
沿
岸
部
の
地

域
が
津
波
に
よ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。国
土
地
理
院
の
発
表
に
よ
る
と
、

青
森
県
・
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
・
茨
城
県
・
千
葉
県
の
６
県
64
市
町
村
の

合
計
浸
水
面
積
は
５
６
１
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
の
ぼ
る
。
県
別
で
見
る
と
宮
城
県
が
最
も
多
く

３
２
７
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
、
つ
い
で
福
島
県
の
１
１
２
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
岩
手
県
は
58
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て

い
る
。
仙
台
平
野
を
中
心
と
す
る
宮
城
県
が
圧
倒
的
に
多
く
、
リ
ア
ス
式
海
岸
で

低
地
の
少
な
い
岩
手
県
沿
岸
部
は
、
浸
水
高
は
大
き
い
が
浸
水
面
積
は
小
さ
い
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
宮
古
市
の
浸
水
区
域
は
、
市
域
１
千
２
６
０
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
う
ち
10

平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
が
浸
水
し
た
（
図
表
10
）。

　
各
地
で
地
盤
沈
下
や
液
状
化
現
象
も
発
生
し
、
液
状
化
に
よ
る
被
害
は
１
都
８

県
（
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
・
茨
城
県
・
群
馬
県
・
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
東

京
都
・
神
奈
川
県
）
で
深
刻
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
国
土
交
通
省
の
電
子
基
準

点
の
解
析
結
果
か
ら
東
北
地
方
の
太
平
洋
沿
岸
に
お
い
て
顕
著
な
地
盤
沈
下
が
確

認
さ
れ
た
（
図
表
11
）。
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福
島
県
の
う
ち
最
も
変
動
し
た
の

が
陸
前
高
田
市
小
友
町
の
マ
イ
ナ
ス
84
㌢
で
あ
る
。
宮
古
市
で
の
地
盤
沈
下
の
最

大
値
は
、
磯
鶏
の
藤
原
埠
頭
で
マ
イ
ナ
ス
50
㌢
で
あ
る
。
以
下
、
本
町
で
マ
イ
ナ

ス
44
㌢
、津
軽
石
第
11
地
割
（
駒
形
通
）
マ
イ
ナ
ス
42
㌢
、津
軽
石
第
９
地
割
（
新

町
）
マ
イ
ナ
ス
33
㌢
で
あ
っ
た
。
地
盤
沈
下
の
影
響
で
干
満
の
潮
位
差
が
大
き
く

な
る
大
潮
の
時
は
、
沿
岸
部
で
浸
水
や
冠
水
が
発
生
し
、
港
湾
の
か
さ
上
げ
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
⑵　
人
的
被
害
と
建
物
被
害

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
は
12
都
道
県
で
み
ら
れ
、
死
者

１
万
５
千
８
５
９
人
、
行
方
不
明
者
３
千
０
２
１
人
（
平
成
24
年
５
月
30
日
警
察

庁
発
表
）
に
の
ぼ
る
（
図
表
12
）。
明
治
以
降
で
は
大
正
12
年
（
１
９
３
３
年
）

の
関
東
大
震
災（
死
者・行
方
不
明
者

：

約
10
万
５
千
人
）、明
治
29
年（
１
８
９
６

年
）
の
明
治
三
陸
地
震
津
波
（
同

：

約
２
万
２
千
人
）
に
次
ぐ
深
刻
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
。
岩
手
県
で
は
４
千
６
７
０
人
を
こ
え
る
死
者
、
１
千
１
４
０
人
を
こ

え
る
行
方
不
明
者
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
12
）。
ま
た
、
岩
手
県
・
宮
城
県
・
福

島
県
の
３
県
で
は
、
犠
牲
者
の
死
因
の
92
・
４
％
が
溺
死
と
な
っ
て
い
る
（
平
成

23
年
版
「
防
災
白
書
」）。

　
岩
手
県
総
務
部
総
合
防
災
室
の
発
表
に
よ
る
と
、
関
連
死
を
含
め
た
死
者
数
は

５
千
０
８
９
人
、
行
方
不
明
者
１
千
１
４
４
人
、
負
傷
者
２
０
９
人
、
家
屋
倒
壊

数
は
２
万
５
千
０
２
３
棟
と
な
っ
て
い
る
（
平
成
25
年
９
月
30
日
現
在
：
図
表

13
）。
岩
手
県
の
調
べ
に
よ
る
と
、
宮
古
市
の
死
者
数
は
４
６
７
人
、
行
方
不
明

者
94
人
、
負
傷
者
33
人
で
、
家
屋
倒
壊
数
は
４
千
０
９
８
棟
で
あ
る
。
宮
古
市
の

発
表
（
平
成
24
年
11
月
６
日
現
在
）
で
は
、
被
災
当
時
の
居
住
地
を
基
準
と
し
た

死
者
数
５
1
７
人
、
行
方
不
明
者
94
人
、
家
屋
倒
壊
（
半
壊
以
上
の
住
家
）
は

４
千
０
０
５
棟
に
及
ん
だ
。

　
⑶　
宮
古
市
の
被
害
概
要

　

宮
古
市
発
表
の
被
害
状
況
を
見
て
み
た
い
（
65
か
ら
66
頁
）。
年
代
別
に
死

者
数
を
見
る
と
死
者
５
１
７
人
の
う
ち
、
70
歳
か
ら
79
歳
の
１
２
６
人
（
24・４ 

％
）、
次
い
で
60
歳
か
ら
69
歳
の
１
２
２
人（
23・６
％
）、
80
歳
か
ら
89
歳
の
83
人 

（
16・１
％
）で
60
歳
以
上
の
高
齢
者
が
64
％
で
約
３
分
の
２
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
住
所
別
で
は
、
田
老
地
区
１
８
１
人（
35・０
％
）、
宮
古
地
区
68
人

（
13・２
％
）、
磯
鶏
地
区
65
人（
12・６
％
）、
鍬
ヶ
崎
地
区
と
津
軽
石
地
区
が
同
数

で
57
人（
11・０
％
）、
重
茂
地
区
48
人（
９・３
％
）と
な
っ
て
い
る
。

　
家
屋
倒
壊
数
は
、
市
全
体
で
住
家
が
４
千
４
４
９
棟
、
非
住
家
が
４
千
６
３
９

棟
で
合
計
９
千
０
８
８
棟
が
被
災
し
て
い
る
。
被
災
し
た
住
家
の
う
ち
全
壊
し
た

住
家
が
２
千
６
７
７
棟
で
60
・
２
％
と
な
る
こ
と
か
ら
今
回
の
津
波
の
強
さ
、
被

害
の
深
刻
さ
が
う
か
が
え
る
。
参
考
ま
で
に
震
災
時
の
市
全
体
の
課
税
台
帳
に
よ

る
家
屋
数
（
非
住
家
を
含
む
）
は
、
３
万
９
千
９
０
７
棟
で
あ
っ
た
。

　
宮
古
市
に
お
け
る
被
害
総
額
は
２
千
４
５
６
億
円
を
超
え
て
い
る
（
国
・
県
の

施
設
、
鉄
道
、
電
信
電
話
、
電
気
事
業
者
関
係
を
除
く
）。
平
成
22
年
度
の
宮
古

市
一
般
会
計
総
歳
出
額
が
２
９
６
億
６
４
１
万
７
千
円
で
あ
る
か
ら
、
年
間
総
予

算
の
約
８
年
分
を
超
え
た
こ
と
に
な
る
。
被
害
額
の
う
ち
最
も
大
き
な
割
合
を

し
め
て
い
る
の
が
、
住
宅
被
害
で
１
千
４
９
６
億
円
で
全
体
の
約
60
％
を
し
め
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県 市区町村 浸水面積（㎢） 市区町村面積（㎢） 撮　影　日
青　　森　　県 24 844
岩　　手　　県 58 4,946

宮　古　市 10 1,260 ３月 13 日、４月１日、５日
大 船 渡 市 8 323 ３月 13 日、４月１日、５日
久　慈　市 4 623 ３月 13 日、４月５日
陸前高田市 13 232 ３月 13 日、４月１日
釜　石　市 7 441 ３月 13 日、４月１日、５日
大　槌　町 4 201 ３月 13 日、４月１日
山　田　町 5 263 ３月 13 日、４月１日、５日
岩　泉　町 1 993 ３月 13 日、４月１日、５日
田 野 畑 村 1 156 ４月５日
普　代　村 1 70 ３月 13 日、４月５日
野　田　村 2 81 ３月 13 日、４月５日
洋　野　町 1 303 ３月 13 日

宮　　城　　県 327 2,003
福　　島　　県 112 2,456
茨　　城　　県 23 1,444
千　　葉　　県 17 689

合　　　計 561 12,382

・浸水面積は、空中写真から水田や集落への浸水、瓦礫の痕跡から浸水位置を空中写真((衛)は衛星画像)を判読し
　て算出(数値は湖沼、内水面を含む)。 
・調査対象は津波による浸水被害があったと想定される太平洋沿岸全域(青森県下北八戸沿岸(物見崎以南)～千葉県
　(九十九里浜沿岸) 
・市町村面積は「全国都道府県市区町村別面積調(平成22年10月１日現在：国土地理院)」による。
    (平成23年4月18日発表国土地理院「平成23年東北太平洋沖地震、市区町村別津波浸水範囲面積(概略値)第５報」よ

り)

【図表 10】平成 23 年東北地方太平洋沖地震　市区町村別津波浸水範囲面積

【図表 11】岩手県の各観測点における地盤沈下調査結果　一覧表

市町村名 所在地 変動量 ( ㎝ ) 点名 基準点種別
宮古市 本町 － 44 6884 一等水準点
宮古市 津軽石第９地割 － 33 6879 一等水準点
宮古市 磯鶏第４地割 － 50 藤原埠頭 四等三角点
宮古市 津軽石第 11 地割 － 42 宮古 電子基準点
下閉伊郡山田町 船越第 16 地割 － 41 6870 一等水準点
下閉伊郡山田町 船越第２地割 － 43 6868 一等水準点
下閉伊郡山田町 船越第 10 地割 － 53 浦の浜 四等三角点
下閉伊郡山田町 織笠 － 54 山田 電子基準点
上閉伊郡大槌町 吉里吉里第 13 地割 － 35 6866 一等水準点
釜石市 平田第３地割 － 56 6808 一等水準点
釜石市 大平町３丁目 － 66 釜石大観音 四等三角点
釜石市 甲子町 － 56 釜石 電子基準点
大船渡市 大船渡町字地ノ森 － 60 6789 一等水準点
大船渡市 猪川町字富岡 － 73 宮田 三等三角点
大船渡市 盛町字中道下 － 72 盛 四等三角点
大船渡市 赤崎町字鳥澤 － 76 大船渡 電子基準点
陸前高田市 米崎町字高畑 － 58 6784 一等水準点
陸前高田市 小友町字西の坊 － 84 西の坊 四等三角点
陸前高田市 気仙町字双六 － 53 双六 四等三角点

備考：基準点の精度は約 10 ㎝、電子基準点の精度は約１㎝ 
( 国土地理院「平成 23 年 (2011 年 ) 東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下調査」より )
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　災害種別

都道府県

人　的　被　害 建　物　被　害 道
路
損
壊

橋
梁
被
害

山
崖
崩
れ

堤
防
決
壊

鉄

軌

道

死

者

行
方
不
明

負 傷 者 全

壊

半

壊

流

失

全

焼

半

焼

床
上
浸
水

床
下
浸
水

一
部
破
損

非
住
家
被
害

重

傷

軽

傷

合

計
人 人 人 人 人 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 戸 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

北海道 1 3 3 4 329 545 7 469

東
北

青　森 3 1 25 86 111 308 701 1,006 1,402 2
岩　手 4,673 1,144 212 18,460 6,563 33 6 14,191 5,401 30 4 6
宮　城 9,537 1,297 4,148 82,896 155,095 135 7,796 222,824 28,745 390 12 51 45 26
秋　田 4 7 11 3 3 9
山　形 2 8 21 29 21 96 21 29
福　島 1,606 207 20 162 182 21,192 73,034 77 3 1,061 338 166,834 1,117 187 3 9

東京 7 20 97 117 15 198 1 4,847 1,101 295 55 6

関
東

茨　城 24 1 34 678 712 2,626 24,238 31 1,799 779 185,531 19,923 307 41
栃　木 4 7 126 133 261 2,118 73,180 295 257 40 2
群　馬 1 13 26 39 7 17,246 36 9
埼　玉 7 38 45 24 199 1 1 1 1,800 33 160
千　葉 21 2 29 229 258 801 10,117 15 157 731 54,884 660 2,343 55 1
神奈川 4 17 121 138 41 459 13 160 1 2
新　潟 3 3 17 9
山　梨 2 2 4
長　野 1 1
静　岡 1 2 3 5 13 9

中
部

岐　阜 1
三　重 1 1 2 9

四
国

徳　島 2 9
高　知 1 1 2 8

合　　計 15,883 2,652 6,149 126,583 272,315 297 3,352 10,218 742,867 59,285 4,198 116 207 45 29 
※ 警視庁緊急災害警備本部（平成 25 年 10 月 10 日）発表「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置」より作成
※ 未確認情報を含む。
※ ４月７日に発生した宮城県沖を震源とする地震、４月 11 日に発生した福島県浜通りを震源とする地震、４月 12 日に発生した福島県中通

りを震源とする地震、５月 22 日に発生した千葉県北東部を震源とする地震、７月 25 日に発生した福島県沖を震源とする地震、７月 31 日
に発生した福島県沖を震源とする地震、８月 12 日に発生した福島県沖を震源とする地震、８月 19 日に発生した福島県沖を震源とする地震、
９月 10 日に発生した茨城県北部を震源とする地震、10 月 10 日に発生した福島県沖を震源とする地震、11 月 20 日に発生した茨城県北部
を震源とする地震、平成 24 年２月 19 日に発生した茨城県北部を震源とする地震、３月１日に発生した茨城県沖を震源とする地震、３月
14 日に発生した千葉県東方沖を震源とする地震、６月 18 日に発生した宮城県沖を震源とする地震、８月 30 日に発生した宮城県沖を震源
とする地震、12 月７日に発生した三陸沖を震源とする地震及び平成 25 年１月 31 日に発生した茨城県北部を震源とする地震の被害を含む

【図表 12】全国の人的被害・建物被害状況一覧

【図表 13】岩手県の人的・建物被害状況一覧
死者数 ( 人 ) 行方不明者数 ( 人 ) 負傷者数 ( 人 ) 家屋倒壊数 ( 棟 ) 

( 半壊以上の住家 )直接死 関連死 計 うち、死亡届の受理件数 ( 件 )
陸前高田市 1,556      42  1,598       215                 209 不明 3,341 
大船渡市 340 74 414 79 75 不明 3,934 
釜石市 888 98 986 152 151 不明 3,655 
大槌町 803 50 853 433 429 不明 3,717 
山田町 604 67 671 149 147 不明 3,167 
宮古市 420      47     467 94 94 33 4,098 
岩泉町 7 3 10 0 0 0 200 

田野畑村 14 3 17 15 15 8 270 
普代村 0 0 0 1 1 4 0 
野田村 38 1 39 0 0 19 479 
久慈市 2 1 3 2 2 10 278 
洋野町 0 0 0 0 0 0 26 

沿岸小計 4,672    386  5,058     1,140               1,123 74 23,165 
内陸小計 0 　31 　31 4 4 135 1,858 

計 4,672    417  5,089     1,144               1,127 209 25,023 
岩手県総務部総合防災室発表「平成23年３月11日(本震・津波)及び４月７日(余震)に係る被害状況」（平成25年９月30日現在）
より 
※死者数のうち、直接死は岩手県警調べ、関連死は岩手県復興局調べ 
※家屋倒壊数は、全壊及び半壊数を計上
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る
。
商
工
労
働
関
係
施
設
が
２
８
１
億
円
、
水
産
関
係
２
１
５
億
円
、
漁
港
施
設

１
５
０
億
円
、
観
光
施
設
１
３
６
億
円
と
河
川
・
道
路
・
橋
梁
な
ど
の
公
共
土
木

施
設
77
億
円
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

Ａ　
田
老
地
域

　
市
北
部
に
位
置
す
る
田
老
地
域
は
、
太
平
洋
に
面
す
る
田
老
漁
港
を
中
心
に
市

街
地
が
形
成
さ
れ
る
漁
業
の
町
で
あ
る
。
摂
待
地
区
や
小
堀
内
地
区
な
ど
比
較
的

小
規
模
な
集
落
が
海
岸
部
か
ら
山
間
部
に
か
け
て
広
く
点
在
し
て
い
る
。
漁
業
が

基
幹
産
業
で
、
ア
ワ
ビ
や
ウ
ニ
な
ど
の
磯
漁
業
、
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
の
養
殖
業
が

盛
ん
で
あ
る
。
田
老
鉱
山
の
鉱
毒
水
の
影
響
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
た
サ
ケ
の
増
殖

に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
田
老
川
に
サ
ケ
が
遡
上
し
津
軽
石
川
と
共
に
本
州
一
の
座

を
分
け
合
っ
て
き
た
。

　
慶
長
16
年
・
明
治
29
年
・
昭
和
８
年
の
津
波
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、「
津

波
太
郎
」
と
も
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
そ
の
歴
史
は
津
波
と
の
闘
い
で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
。
昭
和
三
陸
地
震
津
波
後
は
、
市
街
地
の
区
画
整
理
と
防
潮
堤
の
整
備
に

取
り
組
み
、
昭
和
54
年
に
完
成
し
た
総
延
長
２
千
４
３
３
㍍
の
大
防
潮
堤
は
「
田

老
万
里
の
長
城
」
と
も
言
わ
れ
た
。
さ
ら
に
防
災
無
線
や
津
波
避
難
路
の
整
備
・

津
波
体
験
の
伝
承
な
ど
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
防
災
に
取
り
組
み
、
平
成

15
年
に
は
「
津
波
防
災
の
町
」
を
宣
言
し
た
。
こ
う
し
た
「
防
災
の
ま
ち
」
と
し

て
の
長
年
の
努
力
も
、
今
回
の
津
波
は
市
街
地
で
津
波
浸
水
高
16･
６
㍍
、
津
波

遡
上
高
20･

72
㍍
を
記
録
す
る
な
ど
、
巨
大
津
波
が
第
一
・
第
三
堤
防
を
越
え
、

第
二
堤
防
が
破
壊
さ
れ
た
。

　
防
潮
堤
を
越
え
た
津
波
は
、
市
街
地
を
破
壊
し
な
が
ら
押
し
流
し
、
平
坦
部
は

全
て
浸
水
、
大
平
か
ら
長
内
川
ま
で
の
住
宅
全
て
が
流
失
し
た
。
こ
の
壊
滅
的
な

被
害
に
よ
り
１
千
３
百
人
以
上
が
避
難
し
た
。
青
砂
里
|
和
野
・
乙
部
・
荒
谷
の

熊
野
神
社
付
近
で
山
林
火
災
が
発
生
し
、
３
月
16
日
に
よ
う
や
く
鎮
火
し
た
。

　
田
老
第
一
小
学
校
に
は
被
害
が
な
か
っ
た
が
、
田
老
総
合
事
務
所
は
道
路
に
面

し
た
車
庫
が
損
壊
し
た
。
田
老
第
一
中
学
校
校
舎
は
床
上
30
㌢
の
浸
水
、
校
庭
は

ガ
レ
キ
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
田
老
魚
市
場
・
田
老
保
育
所
・
国
民
健
康
保
険
田

老
診
療
所
・
宮
古
消
防
署
田
老
分
署
な
ど
主
要
施
設
は
全
壊
し
た
。
田
老
漁
業
協

同
組
合
ビ
ル
は
全
壊
し
た
が
修
理
復
旧
し
て
い
る
。

　
摂
待
地
区
は
摂
待
漁
港
の
あ
わ
び
増
殖
セ
ン
タ
ー
が
全
壊
、
摂
待
海
岸
水
門
は

扉
が
破
壊
さ
れ
摂
待
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
。
下
摂
待
橋
は
流
失
し
た
が
、
田
老
第

三
小
学
校
は
浸
水
し
な
か
っ
た
。

Ｂ　
宮
古
地
域

　
宮
古
市
は
岩
手
県
内
で
も
陸
中
沿
岸
の
中
核
都
市
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
宮
古
地

域
は
宮
古
広
域
生
活
圏
に
お
け
る
中
心
と
し
て
都
市
・
産
業
基
盤
整
備
が
進
め
ら

れ
て
き
た
。

　
三
陸
漁
場
を
ひ
か
え
リ
ア
ス
式
海
岸
の
岩
礁
と
閉
伊
川
河
口
の
砂
浜
に
よ
り
多

様
で
豊
富
な
漁
業
資
源
に
恵
ま
れ
る
宮
古
湾
は
、
重
茂
半
島
に
よ
っ
て
太
平
洋
の

荒
波
か
ら
守
ら
れ
た
天
然
の
良
港
で
も
あ
り
、
江
戸
時
代
よ
り
代
官
所
が
置
か
れ

南
部
の
宮
古
港
と
し
て
盛
岡
藩
内
随
一
の
繁
華
地
と
な
っ
た
。「
南
部
鼻
曲
り
鮭
」

と
し
て
本
州
一
の
水
揚
げ
を
誇
る
サ
ケ
、
サ
ン
マ
・
ア
ワ
ビ
・
ウ
ニ
・
ワ
カ
メ
な

ど
四
季
を
通
じ
て
多
様
な
海
産
物
が
水
揚
げ
さ
れ
、
明
治
維
新
後
も
漁
業
と
交
易

の
町
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
昭
和
８
年
の
三
陸
地
震
津
波
後
に
国
策
と
し
て
銅

精
錬
や
石
灰
製
造
工
場
が
誘
致
さ
れ
、
国
鉄
山
田
線
が
開
通
す
る
な
ど
都
市
と
し

て
大
き
く
発
展
し
た
。
戦
後
は
藤
原
埠
頭
が
整
備
さ
れ
、
港
の
後
背
地
に
合
板
を

中
心
と
す
る
木
材
工
業
の
企
業
が
立
地
す
る
搬
入
港
と
な
っ
た
。
現
在
は
金
型
・

コ
ネ
ク
タ
ー
関
連
企
業
も
誘
致
さ
れ
、
漁
業
・
木
材
工
業
と
共
に
重
要
な
基
幹
産

業
と
な
っ
て
い
る
。

　
Ｊ
Ｒ
お
よ
び
三
陸
鉄
道
宮
古
駅
を
中
心
と
し
て
商
業
施
設
が
集
積
す
る
「
中
心

市
街
地
地
区
」、
金
融
機
関
や
電
気・通
信
事
業
者
の
社
屋
が
並
ぶ
「
愛
宕・築
地・

光
岸
地
地
区
」、
魚
市
場
や
水
産
加
工
施
設
が
集
積
し
景
勝
地
浄
土
ヶ
浜
を
有
す

る
「
鍬
ヶ
崎
地
区
」、
潮
吹
穴
・
姉
ヶ
崎
な
ど
の
景
勝
地
や
中
の
浜
キ
ャ
ン
プ
場

な
ど
の
観
光
施
設
が
点
在
す
る
「
崎
山
地
区
」、
港
湾
施
設
や
物
流
施
設
を
有
す

る
「
藤
原
地
区
」、
市
民
文
化
会
館
や
県
立
宮
古
短
期
大
学
・
商
業
・
水
産
高
校

が
点
在
す
る
「
磯
鶏
地
区
」、
住
宅
地
が
連
な
り
三
陸
沿
岸
道
路
宮
古
南
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
が
あ
る
「
高
浜
・
金
浜
地
区
」、
電
子
部
品
関
連
企
業
が
集
積
す
る

「
津
軽
石
・
赤
前
地
区
」、
漁
村
集
落
の
「
堀
内
・
白
浜
地
区
」
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
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①　
中
心
市
街
地
地
区

　
今
回
の
津
波
は
出
崎
埠
頭
を
飲
み
込
み
、
築
地
・
新
川
町
の
堤
防
を
越
え
市
役

所
も
２
階
ま
で
浸
水
、
閉
伊
川
の
Ｊ
Ｒ
山
田
線
の
橋
梁
も
６
桁
を
流
失
し
た
。
津

波
は
向
町
・
大
通
か
ら
宮
古
駅
、
本
町
・
新
町
・
黒
田
町
・
末
広
町
へ
と
広
が

り
、
中
央
通
り
商
店
街
に
は
漁
船
が
打
ち
揚
げ
ら
れ
た
。
本
町
・
末
広
町
商
店
街

も
１・５
㍍
ほ
ど
浸
水
、
車
両
が
重
な
り
ガ
レ
キ
の
山
と
な
り
、
中
心
市
街
地
の

被
害
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
。

②　
愛
宕
・
築
地
・
光
岸
地
地
区

　
明
治
維
新
後
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
築
地
地
区
、
昭
和
12
年
に
完
成
し
た
出
崎
埠

頭
で
は
、
住
家
が
流
失
し
岩
手
銀
行
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
東
北
電
力
な
ど
の
ビ
ル
は
残
っ

た
も
の
の
ほ
ぼ
１
階
が
浸
水
し
た
。
国
道
45
号
線
が
ガ
レ
キ
で
不
通
に
な
り
、
愛

宕
地
区
も
国
道
沿
い
の
住
家
が
全
壊
し
、
地
区
の
半
分
以
上
が
浸
水
し
た
。

③　
鍬
ヶ
崎
地
区

　
津
波
防
潮
堤
の
な
い
鍬
ヶ
崎
地
区
は
、平
坦
部
が
ほ
ぼ
全
滅
の
被
害
と
な
っ
た
。

漁
港
の
岸
壁
沿
い
に
あ
る
魚
市
場
や
水
産
加
工
関
連
施
設
を
破
壊
し
た
波
と
蛸
の

浜
の
峠
を
越
え
た
波
が
蛸
の
浜
町
で
ぶ
つ
か
り
、
ド
ッ
ク
で
整
備
中
の
浄
土
ヶ
浜

観
光
遊
覧
船
が
港
町
に
打
ち
揚
げ
ら
れ
た
。
鍬
ヶ
崎
小
学
校
は
校
庭
と
校
舎
昇
降

口
ま
で
浸
水
、
体
育
館
が
床
上
浸
水
で
あ
っ
た
。

④　
崎
山
地
区

　
女
遊
戸
海
岸
の
水
門
が
破
壊
さ
れ
、
集
落
の
半
分
以
上
が
浸
水
、
宮
古
栽
培
漁

業
セ
ン
タ
ー
が
全
壊
し
た
。
中
の
浜
キ
ャ
ン
プ
場
も
流
失
、
宿
漁
港
は
岸
壁
が
破

壊
さ
れ
、
日
出
島
地
区
は
ほ
ぼ
全
域
が
浸
水
し
た
。

⑤　
藤
原
地
区

　
藤
原
地
区
は
中
屋
造
船
所
前
の
水
門
が
破
れ
、
藤
原
埠
頭
の
防
潮
堤
を
越
え
て

津
波
が
浸
入
、
国
道
45
号
線
を
越
え
て
Ｊ
Ｒ
山
田
線
の
線
路
に
達
し
た
。
45
号
線

周
辺
か
ら
海
側
の
水
産
加
工
関
係
の
工
場
や
住
宅
、
旧
藤
原
保
育
所
な
ど
被
害
が

大
き
か
っ
た
。
藤
原
小
学
校
は
校
庭
が
浸
水
し
た
。

⑥　
磯
鶏
地
区

　
磯
鶏
地
区
は
防
潮
堤
か
ら
海
側
の
埠
頭
に
あ
る
合
板
工
場
や
運
輸
・
倉
庫
施
設

は
も
ち
ろ
ん
、
三
陸
北
部
森
林
管
理
署
・
宮
古
市
民
文
化
会
館
な
ど
国
道
45
号
線

沿
い
に
大
き
な
被
害
が
出
た
。
津
波
は
Ｊ
Ｒ
磯
鶏
駅
を
越
え
て
磯
鶏
西
や
上
村
ま

で
浸
水
し
た
。
八
木
沢
川
沿
い
の
合
板
工
場
、
宮
古
水
産
高
校
ま
で
浸
水
し
た
。

リ
ア
ス
ハ
ー
バ
ー
も
全
壊
、
貯
木
場
か
ら
木
材
（
丸
太
）
が
流
失
し
た
。

⑦　
高
浜
・
金
浜
地
区

　
昭
和
35
年
の
チ
リ
地
震
津
波
で
も
大
き
な
被
害
が
出
た
高
浜
・
金
浜
は
、
国
道

45
号
は
ガ
レ
キ
の
た
め
不
通
、
集
落
に
車
両
が
入
れ
ず
孤
立
状
態
に
な
っ
た
。
高

浜
は
国
道
45
号
線
が
走
る
堤
防
を
津
波
が
越
え
て
浸
水
し
、
高
浜
地
区
セ
ン
タ
ー

が
全
壊
す
る
な
ど
バ
ス
路
線
沿
い
で
被
害
が
大
き
か
っ
た
。
高
浜
小
学
校
は
校
庭

ま
で
浸
水
し
た
。

　
金
浜
地
区
は
、防
潮
堤
が
30
㍍
ほ
ど
破
損
し
、平
坦
地
の
住
家
が
ほ
ぼ
全
壊
し
、

江
山
寺
も
浸
水
、
金
浜
神
社
の
鳥
居
が
倒
壊
し
た
。

⑧　
津
軽
石
・
赤
前
地
区

　
津
軽
石
は
、
津
軽
石
川
水
門
を
越
え
て
川
を
遡
り
、
稲
荷
橋
が
水
没
し
た
。
法

の
脇
地
区
も
ほ
ぼ
全
家
屋
が
流
失
し
、
津
軽
石
駅
付
近
で
列
車
が
脱
線
し
た
。
津

軽
石
出
張
所
・
津
軽
石
公
民
館
が
全
壊
し
、
本
町
で
は
全
壊
し
た
住
家
や
床
上

１・５
㍍
も
の
浸
水
と
な
っ
た
。
津
軽
石
保
育
所
が
全
壊
し
た
が
、
津
軽
石
小
学

校
は
校
庭
の
浸
水
に
と
ど
ま
っ
た
。
津
軽
石
川
を
遡
上
し
た
波
が
、
根
井
沢
川
に

入
り
新
町
下
地
区
に
も
被
害
が
で
た
。

　
赤
前
地
区
は
北
か
ら
入
っ
た
津
波
が
運
動
公
園
を
飲
み
込
み
、
真
っ
直
ぐ
南
へ

進
ん
だ
。
平
坦
部
の
住
家
を
押
し
流
し
、
大
量
の
ガ
レ
キ
が
宮
古
工
業
高
校
の
グ

ラ
ン
ド
に
流
れ
込
み
、
ふ
化
場
ま
で
浸
水
し
た
。

⑨　
堀
内
・
白
浜
地
区

　
釜
ヶ
沢
地
区
は
ほ
ぼ
全
域
が
浸
水
し
、
小
堀
内
・
堀
内
・
白
浜
地
区
も
集
落
の

半
分
以
上
が
浸
水
し
た
。
地
盤
沈
下
の
た
め
満
潮
時
や
高
潮
で
重
茂
半
島
線
に
海

水
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
か
さ
上
げ
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

Ｃ　
重
茂
地
域

　
三
陸
沿
岸
で
太
平
洋
に
突
き
出
た
重
茂
半
島
は
、
親
潮
と
黒
潮
が
交
錯
す
る
豊

か
な
三
陸
漁
場
が
広
が
っ
て
い
る
。
ワ
カ
メ
・
コ
ン
ブ
・
ウ
ニ
・
ア
ワ
ビ
・
サ
ケ

な
ど
の
漁
業
資
源
は
、
三
陸
沿
岸
随
一
の
品
質
と
水
揚
げ
量
を
誇
る
漁
業
の
地
域
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で
あ
る
。
本
州
最
東
端
の
地
で
映
画
「
喜
び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
舞
台
と
な

っ
た
魹
ヶ
埼
灯
台
の
拠
点
と
な
る
姉
吉
キ
ャ
ン
プ
場
、
宮
古
湾
を
一
望
で
き
る
月

山
、
原
生
林
が
残
る
十
二
神
山
な
ど
海
と
山
の
自
然
に
恵
ま
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　
半
島
で
あ
る
地
域
内
の
大
部
分
が
山
林
で
あ
り
、
人
々
の
多
く
が
重
茂
館
・
重

茂
里
・
音
部
・
姉
吉
・
千
鶏
・
石
浜
な
ど
漁
港
の
後
背
地
と
周
辺
の
高
台
に
居
住

し
て
い
る
。
リ
ア
ス
式
海
岸
の
特
徴
で
あ
る
深
い
入
江
と
高
い
断
崖
が
つ
づ
き
、

主
要
地
方
道
重
茂
半
島
線
は
、
赤
前
か
ら
海
岸
を
通
り
カ
ー
ブ
と
坂
を
く
り
返
し

な
が
ら
集
落
を
結
ん
で
い
る
。

　
外
洋
に
面
す
る
た
め
、
明
治
と
昭
和
の
三
陸
地
震
津
波
で
は
大
き
な
被
害
が
出

て
い
る
。
明
治
・
昭
和
の
二
度
と
も
全
滅
の
被
害
を
出
し
た
姉
吉
は
、
津
波
記
念

碑
を
建
て
て
高
台
に
居
住
し
、
今
回
の
津
波
で
は
最
高
津
波
遡
上
高
40
・
５
㍍
を

記
録
し
な
が
ら
流
失
家
屋
が
な
か
っ
た
。

　
半
島
西
側
で
宮
古
湾
に
面
し
た
白
浜
・
浦
の
沢
・
追
切
の
漁
港
、
外
洋
に
面
し

た
立
浜
・
鵜
磯
・
荒
巻
・
重
茂
・
音
部
・
姉
吉
・
千
鶏
・
石
浜
・
川
代
、
全
て
の

漁
港
に
津
波
が
襲
来
し
、
防
潮
堤
や
護
岸
を
破
壊
、
集
荷
・
荷
さ
ば
き
場
や
冷
蔵

庫
、
水
産
加
工
施
設
、
サ
ケ
・
ア
ワ
ビ
種
苗
生
産
施
設
な
ど
が
全
壊
し
た
。
漁
船

の
被
害
は
市
全
体
で
２
千
６
２
９
隻
に
及
ん
だ
。

　
住
家
は
音
部
里
と
重
茂
里
で
ほ
ぼ
流
失
し
た
。
重
茂
里
の
向
渡
橋
が
落
橋
し
、

姉
吉
・
千
鶏
・
石
浜
が
孤
立
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
千
鶏
は
県
道
重
茂
半
島
線
の

上
野
商
店
ま
で
津
波
が
到
達
し
、
石
浜
も
集
落
の
半
分
ほ
ど
が
浸
水
し
た
。
鵜
磯

小
学
校
は
校
舎
一
階
、
千
鶏
小
学
校
は
校
舎
二
階
ま
で
浸
水
し
た
。
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３　
宮
古
市
東
日
本
大
震
災
浸
水
図



東日本大震災

39



東日本大震災

40



東日本大震災

41

グリーンピア三陸みやこ

グリーンピア三陸みやこ付近高台
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三王岩展望台付近駐車場高台
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五天王高台
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本照寺高台

旧愛宕小学校

臼木山高台
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身体障害者福祉センター
金浜老人福祉センター
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臼木山高台
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千鶏仮設住宅集会所

石浜中央バス停付近高台

石浜バス停付近高台
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石浜バス停付近高台
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４　
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
対
応
状
況　
　
　
　
　
　
　

　
⑴
「
東
日
本
大
震
災
の
記
録
〜
岩
手
県
宮
古
市
」
よ
り

　
　
　
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
対
応
状
況
（
最
終
報
）
平
成
24
年
８
月
31
日
現
在

１
．
地
震
の
状
況
（
気
象
庁
発
表
）

⑴
発
生
時
刻 
平
成
23
年
３
月
11
日 

14
時
46
分
頃

⑵
震
源
地 

三
陸
沖
（
北
緯
3８
・
１
度
、
東
経
１
４
２・９
度
、
牡
鹿
半
島
の
東
南

東
約
１
３
０
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル
付
近
）

⑶
震
源
の
深
さ 

約
24
キ
ロ　
　

メ
ー
ト
ル

⑷
震
源
の
規
模 

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９・０
（
平
成
23
年
３
月
13
日
気
象
庁
発
表
）

⑸
震
度 

震
度
５
強 

茂
市

震
度
５
弱 

五
月
町
、
鍬
ヶ
崎
、
長
沢
、
田
老
、
川
井
、
門
馬
田
代

⑹
警
報
等
の
発
表 

平
成
23
年
３
月
11
日 
14
時
49
分 

大
津
波
の
津
波
警
報

平
成
23
年
３
月
12
日 

20
時
20
分 

津
波
の
津
波
警
報
に
切
替

平
成
23
年
３
月
13
日 

７
時
30
分 

津
波
の
津
波
注
意
報
に
切
替

平
成
23
年
３
月
13
日 

17
時
5８
分 

津
波
の
津
波
注
意
報
解
除

２
．
津
波
の
状
況
（
気
象
庁
発
表
）

⑴
最
大
波 

平
成
23
年
３
月
11
日 

15
時
26
分 

高
さ 

８・５
㍍
以
上
（
※
１
）

痕
跡
等
か
ら
推
定
し
た
津
波
の
高
さ 

７・３
㍍
（
※
２
）

※
１ 

後
日
現
地
で
回
収
し
た
津
波
観
測
点
の
記
録
の
分
析
結
果

※
２ 

津
波
観
測
点
付
近
に
お
い
て
津
波
の
痕
跡
等
か
ら
津
波
の
高
さ
を
調
査
し

た
結
果
（
平
成
23
年
４
月
５
日
盛
岡
地
方
気
象
台
発
表
）

（
参
考
）
津
波
遡
上
高
（
陸
地
を
駆
け
登
り
到
達
し
た
津
波
の
高
さ
）

○
田
老
小
堀
内
地
区 

37
・
９
㍍
（
東
大
地
震
研
究
所
発
表
）

○
重
茂
姉
吉
地
区
40
・
５
㍍
（
学
術
合
同
調
査
グ
ル
ー
プ
発
表
）

３
．
宮
古
市
災
害
対
策
本
部
の
設
置
・
廃
止
状
況

⑴
宮
古
市
災
害
対
策
本
部
設
置 

平
成
23
年
３
月
11
日 

14
時
46
分

⑵
宮
古
市
災
害
対
策
本
部
廃
止 

平
成
24
年
８
月
31
日 

17
時
00
分

※
こ
れ
ま
で
「
宮
古
市
災
害
対
策
本
部
（
関
係
機
関
合
同
）
会
議
」
を
7８
回
開
催

し
活
動
調
整
を
実
施

４
．
水
ひ
門
の
閉
鎖
状
況

⑴
警
報
発
表
時 

閉
鎖
水
ひ
門
数
１
１
１
箇
所
（
宮
古
地
区
93
箇
所
、
田
老
地
区

1８
箇
所
）

※
被
災
25
箇
所
、
う
ち
宮
古
地
区
11
箇
所
、
田
老
地
区
14
箇
所

５
．
避
難
状
況

⑴
避
難
指
示
発
令 

平
成
23
年
３
月
11
日 

14
時
49
分

⑵
避
難
指
示
解
除 

平
成
23
年
３
月
13
日 

17
時
5８
分

⑶
避
難
指
示
対
象 

５
千
２
７
７
世
帯
、
１
万
２
千
８
４
２
人

⑷
避
難
者
数 

最
大
時
８5
箇
所
、
８
千
８
８
９
人
（
平
成
23
年
８
月
10
日
に
指
定

避
難
所
を
全
て
閉
鎖
）

⑸
避
難
者
対
応

　
食
事
提
供
、
炊
き
出
し
（
一
部
避
難
所
）、
給
水
提
供
、
毛
布
提
供
、
日
用
品

等
提
供
、
仮
設
ト
イ
レ
設
置
（
一
部
避
難
所
）、
入
浴
支
援
（
一
部
避
難
所
）、
医

療
提
供
（
医
療
チ
ー
ム・宮
古
医
師
会
）、衛
星
携
帯
電
話
等
設
置
（
一
部
避
難
所
）

な
ど

６
．
被
害
状
況

⑴
人
的
被
害
及
び
住
家
等
被
害
（
平
成
24
年
８
月
３
日
現
在
）

人
的
被
害

住
家
等
被
害

死　
亡

届
出
者
死　
亡

認
定
者
合　
計
行　
方

不
明
者

全　
壊

大
規
模

半　
壊

半　
壊

一　
部

損　
壊

合　
計

４
０
７
人  
１
１
０
人
５
１
７
人  

９
６
人

５
，９
６
８
棟

１
，３
３
５
棟

１
，１
７
４
棟

６
１
１
棟

９
，０
８
８
棟

※
死
亡
認
定
者
と
行
方
不
明
者
は
重
複
し
て
い
る
。「
死
亡
認
定
者
」
１
１
０
人

と
「
行
方
不
明
者
」
96
人
の
差
14
人
は
、
死
亡
認
定
の
届
出
後
に
遺
体
ま
た
は
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
で
行
方
不
明
者
本
人
と
特
定
さ
れ
た
方
の
人
数
で
あ
る
。
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７
．
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
状
況

⑴
電
力
（
東
北
電
力
発
表
）

・
3
／
14 

県
立
宮
古
病
院
、
県
振
興
局
復
旧

・
3
／
21 
１
万
６
千
件
の
停
電
の
う
ち
流
失
約
４
千
件
、
約
１
万
２
千
件
は
復

旧
を
進
め
る

・3
／
25 

市
役
所
復
旧
（
こ
の
間
は
発
電
機
使
用
）、市
内
40
％
復
旧
（
戸
別
復
旧
）

・
4
／
15 

東
北
電
力
営
業
所
の
受
電
完
了

・
4
／
30 

市
内
完
全
復
旧

⑵
上
水
道

・
3
／
14 

復
旧
率
60
％

・
3
／
1８ 

復
旧
率
76
％

・
3
／
24 

復
旧
率
90
％

・
4
／
15 

復
旧
率
１
０
０
％

⑶
通
信

○
固
定
電
話

・
3
／
30 

宮
古
局
復
旧

・
3
／
31 

市
役
所
光
ケ
ー
ブ
ル
復
旧

・
4
／
15 

市
内
復
旧
（
市
内
の
す
べ
て
の
地
区
で
復
旧
）

○
携
帯
電
話

・
3
／
21 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
一
部
復
旧
（
重
茂
地
区
、
田
老
地
区
以
外
復
旧
）

・
4
／
15 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
と
ａ
ｕ
完
全
復
旧
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
仮
復
旧
（
ａ
ｕ
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
（
重
茂
里
、
魹
ヶ
崎
、
中
の
浜
周
辺
を
除
く
）、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク

使
用
可
能

○
特
設
公
衆
電
話

・
3
／
14 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
特
設
公
衆
電
話
、
衛
星
携
帯
電
話
な
ど
を
避
難
所
に
設
置

・
3
／
22 「
み
や
こ
災
害
エ
フ
エ
ム
／
77
・
４
Ｍ
Hz
」
に
よ
り
臨
時
災
害
放
送

⑷
公
共
交
通
機
関

○
Ｊ
Ｒ
山
田
線

・
3
／
26 

宮
古
|
盛
岡
間
で
通
常
ダ
イ
ヤ
運
行
、
宮
古
|
岩
手
船
越
間
及
び
岩

泉
線
で
代
行
バ
ス
運
行

（
閉
伊
川
鉄
橋
（
落
橋
）
か
ら
津
軽
石
に
か
け
て
線
路
流
失
：
復
旧
方
法
検
討
中
）

○
三
陸
鉄
道

・
3
／
20 

宮
古
|
小
本
間
で
１
日
３
往
復
運
行
開
始

・
3
／
29 

１
日
４
便
で
運
行
中

○
県
北
バ
ス

・
3
／
16 

１
０
６
号
バ
ス
再
開

・
3
／
1８ 

全
線
再
開

⑸
道
路

・
国
道
、
当
日
か
ら
主
要
幹
線
の
啓
開
作
業
開
始
、
警
察
は
交
通
規
制
開
始

・
国
・
県
道
と
連
携
し
、
主
要
な
市
道
か
ら
順
次
啓
開
作
業
を
開
始

・
3
／
14 

国
道
開
通

・
3
／
16 

県
道
重
茂
半
島
線
開
通

・
3
／
23 

公
道
上
の
車
両
撤
去
完
了
（
１
千
３
０
０
台
）

・
3
／
29 

概
ね
完
了

・
4
／
15 

歩
道
の
瓦
礫
撤
去
完
了
、
以
降
、
本
復
旧
に
移
行

・
7
／
31 

Ｊ
Ｒ
山
田
線
舘
合
踏
切
の
通
行
止
解
除

８
．
そ
の
他

⑴
応
急
仮
設
住
宅
（
当
初
希
望
者
分
は
平
成
23
年
８
月
11
日
ま
で
に
入
居
済
）

建
設
戸
数

入
居
状
況
（
平
成
24
年
７
月
６
日
ま
で
に
入
居
済
）

　
箇
所
数

戸　
数

入
居
箇
所
数

戸　
数

入
居
者
数

62
箇
所

２
，０
１
０
戸

60
箇
所

１
，７
１
３
戸

３
，８
８
３
人

⑵
適
用
さ
れ
た
主
な
制
度
等

・
激
甚
災
害
の
指
定
（
平
成
23
年
３
月
12
日
閣
議
決
定
）

・
災
害
救
助
法
の
適
用
（
平
成
23
年
３
月
12
日
岩
手
県
知
事
が
決
定
）

・被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
適
用
（
平
成
23
年
３
月
12
日
岩
手
県
知
事
が
決
定
）
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５　東日本大震災による死者数及び行方不明者数
平成 24 年 11 月 6 日現在　

■年代（死者欄及び行方不明者欄の死亡認定者数は重複）　　　　　■住所（死者欄及び行方不明者欄の死亡認定者数は重複）

年　代
死　者 行　方 

不明者 地　区
死　者 行　方 

不明者
死　亡 
届出者

死　亡 
認定者 合　計 ※ 死亡 

認定者
死　亡 
届出者

死　亡 
認定者 合　計 ※ 死亡 

認定者
  0 歳～   9 歳  10 人   9 人  19 人  9 人 宮 古 地 区  63 人  5 人  68 人  5 人
10 歳～ 19 歳   2 人   2 人 鍬 ヶ 崎 地 区  48 人  9 人  57 人  8 人
20 歳～ 29 歳  10 人   5 人  15 人  5 人 千 徳 地 区  11 人  1 人  12 人  1 人
30 歳～ 39 歳  16 人  11 人  27 人  8 人 磯 鶏 地 区  58 人  7 人  65 人  7 人
40 歳～ 49 歳  28 人  11 人  39 人 10 人 崎 山 地 区   8 人 14 人  22 人  9 人
50 歳～ 59 歳  56 人  14 人  70 人 11 人 花 輪 地 区   5 人  1 人   6 人
60 歳～ 69 歳  91 人  31 人 122 人 25 人 津 軽 石 地 区  53 人  4 人  57 人  3 人
70 歳～ 79 歳 106 人  20 人 126 人 19 人 重 茂 地 区  24 人 24 人  48 人 20 人
80 歳～ 89 歳  74 人   9 人  83 人  7 人 田 老 地 区 136 人 45 人 181 人 41 人
90 歳～ 99 歳  14 人  14 人 新 里 地 区   1 人   1 人

合　計 407 人 110 人 517 人 94 人 合　　計 407 人 110 人 517 人 94 人

■性別（死者欄及び行方不明者欄の死亡認定者数は重複）
□「死亡届出者」とは、平成２３年３月１１日現在において宮古
　市に住民登録があり、東日本大震災による直接的な原因（死因
　：溺死、肺炎など）で死亡した方である。 
□「死者欄の死亡認定者」１１０人と「行方不明者欄の死亡認定
　者」９４人の差１６人は、死亡認定の届出後に遺体またはＤＮ
　Ａ鑑定で行方不明者本人と特定された方の人数である。

性　別
死　者 行　方 

不明者
死　亡 
届出者

死　亡 
認定者 合　計 ※ 死亡 

認定者
男　性 182 人  69 人 251 人 59 人
女　性 225 人  41 人 266 人 35 人
合　計 407 人 110 人 517 人 94 人

地　区
死　者 行　方 

不明者 地　区
死　者 行　方 

不明者
死　亡 
届出者

死　亡 
認定者 合　計 ※ 死亡 

認定者
死　亡 
届出者

死　亡 
認定者 合　計 ※ 死亡 

認定者

宮
古

新 川 町  7 人  7 人

磯
鶏

藤 原   5 人   1 人   6 人  1 人
向 町 24 人 1 人 25 人 1 人 小 山 田   3 人   1 人   4 人  1 人
大 通  2 人  2 人 磯 鶏   8 人   8 人
舘 合 町  1 人  1 人 上 村   1 人   1 人   2 人  1 人
西 町  1 人  1 人 河 南   1 人   1 人
山 口  5 人  5 人 神 林   3 人   1 人   4 人  1 人
保 久 田 1 人  1 人 1 人 藤 の 川   2 人   2 人
黒 田 町  2 人  2 人 八 木 沢   4 人   1 人   5 人  1 人
築 地  9 人 2 人 11 人 2 人 高 浜   4 人   1 人   5 人  1 人
愛 宕  1 人  1 人 金 浜  27 人   1 人  28 人  1 人
光 岸 地 11 人 11 人  58 人   7 人  65 人  7 人
宮 園 1 人  1 人 1 人

崎
山

崎 山   3 人  1 人   4 人
63 人 5 人 68 人 5 人 崎鍬ヶ崎   5 人 13 人  18 人  9 人

鍬
ヶ
崎

鍬 ヶ 崎 17 人 3 人 20 人 3 人    8 人 14 人   22 人   9 人
中里団地  1 人  1 人

花
輪

田 鎖   1 人   1 人
日 影 町  1 人  1 人 松 山   1 人   1 人
熊 野 町  3 人 2 人  5 人 2 人 老 木  1 人   1 人
蛸の浜町 17 人 1 人 18 人 1 人 長 沢   3 人   3 人
山 根 町  5 人 1 人  6 人 1 人    5 人  1 人    6 人
港 町  1 人  1 人 津

軽
石

津 軽 石  28 人  3 人  31 人 2 人
日立浜町  3 人 1 人  4 人 1 人 赤 前  25 人  1 人  26 人 1 人
日の出町 1 人  1 人  53 人  4 人  57 人  3 人 

48 人 9 人 57 人 8 人
重
茂

重 茂  21 人 23 人  44 人 19 人

千
徳

近 内  3 人  3 人 音 部   3 人  1 人   4 人  1 人
西 ヶ 丘  1 人  1 人  24 人 24 人  48 人 20 人
長 根  4 人 1 人  5 人 1 人 田

老
田 老 136 人 45 人 181 人 41 人

太 田  1 人  1 人 136 人 45 人 181 人  41 人
上 鼻  1 人  1 人 新

里
刈 屋   1 人   1 人

板 屋  1 人  1 人    1 人    1 人
11 人 1 人 12 人 1 人 合　計 407 人 110 人 517 人 94 人
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６　東日本大震災による家屋倒壊数
■家屋倒壊数の内訳（平成 24 年 6 月 29 日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：棟

地区別
住　家 非住家

全　壊 大規模 
半　壊 半　壊 一　部 

破　損 合　計 全　壊 大規模 
半　壊 半　壊 一　部 

破　損 合　計

宮　古 461 242 208 170 1,081 447 233 168 71 919 
鍬ヶ崎 527 16 16 36 595 487 11 9 10 517 
藤　原 82 129 85 27 323 123 114 59 9 305 
磯　鶏 133 109 146 80 468 185 81 118 18 402 
高　浜 66 34 29 11 140 99 41 29 9 178 
金　浜 129 5 1 5 140 159 5 2 1 167 
白　浜 15 2 4 4 25 43 2 5 0 50 
崎　山 40 4 10 27 81 90 4 1 7 102 
花　輪 0 0 1 10 11 0 0 3 7 10 
津軽石 414 116 104 49 683 538 124 88 20 770 
重　茂 81 4 3 8 96 295 11 6 6 318 
田　老 729 27 32 13 801 821 21 45 3 890 
新　里 0 0 1 2 3 3 0 1 5 9 
川　井 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 
合　計 2,677 688 640 444 4,449 3,291 647 534 167 4,639 

地区別
住　家

全　壊 大規模 
半　壊 半　壊 一　部 

破　損 合　計

宮　古 908 475 376 241 2,000 
鍬ヶ崎 1,014 27 25 46 1,112 
藤　原 205 243 144 36 628 
磯　鶏 318 190 264 98 870 
高　浜 165 75 58 20 318 
金　浜 288 10 3 6 307 
白　浜 58 4 9 4 75 
崎　山 130 8 11 34 183 
花　輪 0 0 4 17 21 
津軽石 952 240 192 69 1,453 
重　茂 376 15 9 14 414 
田　老 1,550 48 77 16 1,691 
新　里 3 0 2 7 12 
川　井 1 0 0 3 4 
合　計 5,968 1,335 1,174 611 9,088 

■家屋倒壊数の内訳（発災初期時の速報数値）

地区別 全　壊 半　壊 一　部 
破　損

床　上 
浸　水

床　下 
浸　水 合　計

宮　古 722 647 118 1,262 247 2,996 
鍬ヶ崎 646 136 33 815 
崎　山 148 24 17 6 195 
花　輪 0 
津軽石 426 136 57 287 56 962 
重　茂 118 4 1 11 2 136 
田　老 1,609 59 150 12 1,830 
合　計 3,669 1,006 176 1,760 323 6,934 

※ 平成 24 年 6 月 29 日現在の数値は、震災時の住民票データを基に罹災証明書の申請件数を集計した。 
　 重複疑いのある建物は、住宅地図等で確認した。

■住宅被害額
全　壊 大規模半壊 半　壊 一部破損

123,537,600 千円 13,817,250 千円 9,720,720 千円 2,529,540 千円
合　計　　　　　　149,605,110 千円
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７　東日本大震災による被害推計総額

 245,660,884 千円 
 

被害区分 被害推計額 
（千円）

調査率 
（％） 備　　　　　考

庁舎等 470,178 100 庁舎・工作物・備品等被害

通信施設 9,366 100 テレビ共同受信施設被害

社会福祉施設 1,745,167 100 建物・施設被害

社会教育施設 523,705 100 建物・施設被害

文化施設 1,115,000 100 建物・施設被害

体育施設 655,467 100 建物・施設被害

水道施設 341,000 100 上水道・簡易水道等被害

医療・衛生施設 1,692,365 100 病院等・保健センター被害

消防防災施設 780,536 100 庁舎等・機械施設被害

観光施設 13,600,504 100 公共施設・民営施設被害

商工労働関係施設 28,107,000 100 商業関係・工業関係被害

水産関係 21,506,426 100 水産施設・漁船・漁具・養殖施設・水産物被害

漁港施設 15,033,087 100 漁港施設・海岸施設・漁場施設・漁村施設被害

農業施設 36,080 100 農業施設被害

家畜等関係 621 100 畜産物被害

農地農業用施設 1,629,325 100 農地・農業用施設・海岸保全施設被害

林業関係 426,920 100 林業施設・林産物・森林被害

公共土木施設 7,738,258 100 河川・道路・橋梁・公園・下水道被害

公営住宅等 422,393 100 公営住宅被害

学校 210,292 100 建物・工作物・土地・設備等被害

文化財 12,084 100 文化財被害

住宅 149,605,110 100 日本政策投資銀行「住宅資本ストックの被害」の推計方
法を準用
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東日本大震災による被害区分ごとの被害推計額内訳
被害区分 内訳（被害推計額／施設名等／被害状況）

庁舎等 
470,178千円

【本庁舎等】（266,633千円／本庁舎2箇所、分庁舎／床上浸水） 
【大通会館】（26,887千円／半壊） 
【備品損壊】（167,658千円／本庁舎1階、公用車71台、電算一式） 
【田老総合事務所車庫】（3,000千円／一部破損） 
【中町バス待合室】（6,000千円／全壊）

通信施設 
9,366千円

【テレビ共同受信施設】（9,366千円／中の浜、日立浜、磯鶏、津軽石下町、 
　白浜、川代）

社会福祉施設 
1,745,167千円

【市立保育所】（85,161千円／津軽石、田老、千鶏／全壊、新里／設備損傷） 
【市立児童館】（3,842千円／高浜／床上浸水、田老／土地被害） 
【民間保育園】（10,346千円／宮古保育園／半壊、そけい幼稚園／床上浸水） 
【児童公園】（3箇所） 
【児童遊園】（1箇所） 
【老人福祉センター等】（95,213千円／磯鶏老人福祉センター、石浜地区介護 
　予防拠点施設／全壊） 
【タラソテラピー施設】（1,403,000千円／半壊） 
【田老高齢者コミュニティセンター】（245千円／床上浸水） 
【民間デイサービス施設等】（147,360千円／10箇所／全壊等）

社会教育施設 
523,705千円

【自治会研修センター】（110,400千円／田老、乙部地区／全壊） 
【公民館】（319,105千円／津軽石、鍬ヶ崎／全壊、磯鶏、田老／一部破損） 
【地区センター】（94,200千円／高浜、堀内／全壊、鵜磯／半壊）

文化施設 
1,115,000千円 【市民文化会館】（1,115,000千円／半壊、工作物損傷）

体育施設 
655,467千円

【藤の川海水浴場】（23,000千円／トイレ等全壊） 
【田老野球場】（562,079千円／全壊） 
【田老ゲートボール場】（20,000千円／土砂流入） 
【千徳体育館】（388千円／地下排水管破断） 
【リアスハーバー宮古浮き桟橋】（50,000千円／工作物流出）

水道施設 
341,000千円

【上水道施設】（223,000千円／8棟／設備等被害） 
【簡易水道施設】（118,000千円／3棟／設備等被害）

医療・衛生施設 
1,692,365千円

【宮古保健センター】（400,000千円／半壊） 
【診療所】（600,000千円／休日急患診療所／半壊、国保田老診療所／全壊） 
【民間病院等】（687,365千円／26施設／全壊等） 
【公害試験室】（1,000千円／床上浸水） 
【黒田町公衆便所】（4,000千円／半壊）

消防防災施設 
780,536千円

【防災行政無線子局】（142,500千円／57箇所／流出等） 
【防災行政無線戸別受信機】（92,350千円／1,847台／流出等） 
【防災行政無線移動系無線】（26,680千円／46台／流出等） 
【潮位観測装置】（17,000千円／3箇所／全壊） 
【避難誘導標識等】（24,800千円／60箇所／全壊） 
【避難路手摺】（2,000千円／5箇所100ｍ／損壊） 
【消防屯所等】（348,605千円／7、16、24、26、29、30分団／全壊、1、2、6、 
　11、28分団／半壊、4、5、8、10、20、25分団／床上浸水） 
【消防ポンプ自動車等】（126,262千円／15台／流出等） 
【消火栓】（157千円／2箇所） 
【防火水槽】（182千円／1箇所）

観光施設 
13,600,504千円

【自然公園】（10,168,000千円／園地施設10箇所、野営場2箇所、浄土ヶ浜 
　レストハウス、シャワー棟等3箇所） 
【観光施設】（3,432,504千円／シートピアなあど、潮里ステーション、 
　ビーフビレッジ区界、民宿等33箇所）

商工労働関係施設 
28,107,000千円

【被災事業所】（28,003,000千円／商業、工業事業所1,154箇所） 
【宮古港湾労働者福祉センター】（104,000千円／全壊）

水産関係 
21,506,426千円

【水産施設】（11,056,227千円／643箇所） 
【漁船】（4,454,536千円／2,629隻） 
【漁具】（1,871,561千円／33箇所） 
【養殖施設】（1,701,994千円／2,973箇所） 
【水産物】（2,422,108千円／14,252ｔ）
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東日本大震災による被害区分ごとの被害推計額内訳
被害区分 内訳（被害推計額／施設名等／被害状況）

漁港施設 
15,033,087千円

【外郭施設】（7,980,569千円／46箇所） 
【係留施設】（624,449千円／26箇所） 
【水域施設】（356,129千円／13箇所） 
【輸送施設】（504,057千円／19箇所） 
【漁港施設用地】（236,650千円／17箇所） 
【堤防】（3,419,550千円／5箇所） 
【漁業集落施設等】（294,539千円／7箇所） 
【漁場施設】（1,617,144千円／2箇所）

農業施設 
36,080千円 【農漁村センター】（36,080千円／金浜、千鶏／全壊）

家畜等関係 
621千円 【畜産物】（621千円／生乳6,150kg）

農地農業用施設 
1,629,325千円

【田】（836,133千円／60ha） 
【畑】（66,993千円／15ha） 
【用排水路】（55,939千円／120箇所） 
【揚水機】（18,000千円／6箇所） 
【農道】（39,260千円／120箇所） 
【海岸保全施設】（613,000千円／1箇所）

林業関係 
426,920千円

【治山施設】（16,800千円／4箇所） 
【防潮林】（217,184千円／2箇所） 
【林道】（105,600千円／59箇所） 
【ほだ木】（8,920千円／49,100本） 
【人口ほだ場】（10,800千円／3箇所） 
【特用林産物】（3,066千円／77kg） 
【乾燥機】（7,800千円／13台） 
【その他機械等】（13,600千円） 
【森林火災】（23,602千円／37.47ha） 
【森林流失】（15,540千円／7.04ha） 
【森林塩害】（4,008千円／1.37ha）

公共土木施設 
7,738,258千円

【道路】（4,229,330千円／43箇所） 
【橋梁】（24,182千円／13箇所） 
【河川】（270,690千円／22箇所） 
【下水道施設】（555,791千円／6箇所） 
【漁業集落排水施設】（130,867千円／2箇所） 
【都市公園】（2,527,398千円／6箇所）

公営住宅等 
422,393千円

【公営住宅】（422,393千円／赤前東住宅9戸、重茂住宅10戸／全壊、女遊戸 
　住宅10戸／半壊、金浜住宅13戸／一部破損、兄形団地住宅17戸／床上浸水

学校 
210,292千円

【小学校】（117,074千円／宮古小／設備損傷、鍬ヶ崎小／床上浸水、工作物 
　損傷、磯鶏小／一部破損、山口小／設備損傷、千徳小／一部破損、高浜小／ 
　工作物損傷、赤前小／工作物損傷、鵜磯小／一部破損、工作物・設備損傷 
　等、鵜磯小教員住宅／全壊、千鶏小／一部破損、工作物・設備損傷等、田老 
　第一小／一部破損） 
【中学校】（92,065千円／第一中／一部破損、重茂中／工作物損傷、田老第一 
　中／一部破損、工作物・設備損傷等） 
【給食センター】（1,153千円／新里給食センター／一部破損、重茂給食 
　センター、川井給食センター／設備損傷）

文化財 
12,084千円

【国登録有形文化財】（12,000千円／床上浸水） 
【市指定有形文化財】（84千円／倒壊）

住宅 
149,605,110千円

【住宅等被害】（149,605,110千円／5,968棟／全壊、1,335棟／大規模半壊、 
　1,174棟／半壊、611棟／一部破損）

【被害推計総額　245,660,884千円】
※国・県の施設、鉄道、電信電話、電気事業者関係等の被害を除く。
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第
２
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編
】歴
史
津
波

【写真１】宮古鍬ヶ崎町海嘯ノ惨状（其十六）
　　　　  是ハ大鍬ヶ崎ト唱フル処ニシテ、数百戸ノ流亡セシ明地ニ於テ、木片ヲ以テ腐乱セル屍ヲ火葬スル実 

況ニシテ、傍ヲ人夫ノ徘徊スルハ荒地ヲ片附クル有様ナリ。
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昭和８年三陸地震津波

【写真 17】摂待沢の北屋根（尾根カ）から南望、この辺の津浪の高さは海岸の方が内陸より高かった
　　　　　［東京帝国大学地震研究所］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【写真 18】荒れた砂原と化した田老町　北側乙部の裏山から南望。白煙の上る辺は旧市街地。
左一本杉の下あたり乙部部落のあった地点［東京帝国大学地震研究所］

【写真 19】田老尋常小学校［中央気象台］
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昭和８年三陸地震津波

【写真 21】田老村　全村流失の跡［中央気象台］

【写真 25】 田老村　海岸より三丁余距った山麓に印さ
れた津浪の跡［中央気象台］          

 【写真 24】田老村［中央気象台］

【写真 23】田老村［中央気象台］

【写真 20】 田老村　全村流失の跡（正面の山「御山」
は日枝神社）［中央気象台］

【写真 22】田老村［中央気象台］
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昭和８年三陸地震津波

【写真 27】田老村［中央気象台］

【写真 29】 田老村　救援に活躍する近隣の消防隊
　　　　　［箱石・久里］

【写真 26】田老村［中央気象台］

【写真 28】田老村　耕地ノ被害状況［農林省山林局］

【写真 30】田老村　災害跡の整理・再建にいそしむ人々
　　　　　［箱石・久里］
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昭和８年三陸地震津波

【写真 35】宮古町　宮古測候所（現在の漁協ビル）付近、
　　　　　倉庫の流失［中央気象台］

【写真 33】 宮古町　鍬ヶ崎上町　海岸通は（出崎埠頭）
埋立て工事中のため、人家の被害を少なか
らしめた［箱石・久里］

【写真 34】宮古町　鍬ヶ崎［中央気象台］

【写真 32】 宮古町　鍬ヶ崎　海岸通岸壁の桟橋板敷き
は流され杭だけが残った［箱石・久里］

【写真 31】 宮古町　鍬ヶ崎　海岸通に打ち上げられた
船［中央気象台］

【写真 36】 宮古町　光岸地　余動をくり返す閉伊川河口
（製材所の釜場）［箱石・久里］
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昭和８年三陸地震津波

【写真 41】磯鶏村（金浜から南を望む）［農林省山林局］【写真 42】津軽石村赤前（運動公園付近）［農林省山林局］

【写真 39】宮古町（津浪に押し上げられた船のために
　　　　　破損した宮古橋）［中央気象台］

【写真 38】宮古町（宮古橋を閉伊川上流より望む）［中
　　　　　央気象台］

【写真 40】宮古町（築地より藤原を望む）［中央気象台］

【写真 37】宮古町（築地を望む）［中央気象台］
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昭和８年三陸地震津波

【写真 46】重茂村里の沢の出口　津浪は白い岩山の上
　　　　　を越えた［東京帝国大学地震研究所］

【写真 45】重茂村里　津浪はこの付近の海崖では比較
　　　　　的高く、→で示した程度の浸水があった［東
　　　　　京帝国大学地震研究所］

【写真 44】重茂村音部　流失を免れた海浜砂丘裏の家
　　　　　屋［東京帝国大学地震研究所］

【写真 43】重茂村音部　砂丘と流失を免れた家屋［東
　　　　　京帝国大学地震研究所］

【写真 48】 重茂村　魹崎半島部川代［東京帝国大学地
震研究所］

【写真 47】重茂村姉吉　海浜の小舎はバラック
　　　　　［東京帝国大学地震研究所］

→
←
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昭和35年チリ地震津波

【写真 50】前須賀（鍬ヶ崎港町）最高潮位の浸水状況
　　　　　［宮古測候所］

【写真 49】前須賀（鍬ヶ崎港町浸水状況）［宮古測候所］

【写真 54】新川町［宮古測候所］ 【写真 53】（築地臨港線の線路）［宮古測候所］

【写真 52】（鍬ヶ崎港町交番前）路上に散乱したドラム
　　　　　 缶［宮古測候所］

【写真 51】（鍬ヶ崎港町前須賀バス停）最大波の押上げ
　　　　　 途中 04 時 33 分［宮古測候所］
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昭和35年チリ地震津波

【写真 56】閉伊川  国鉄（現：JR）山田線の鉄橋　　
　　　　　［宮古測候所］

【写真 55】（向町）［宮古測候所］

【
写
真
57
】
高
浜　
航
空
［
宮
古
測
候
所
］

【
写
真
58
】
金
浜　
航
空
［
宮
古
測
候
所
］
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昭和35年チリ地震津波

【写真 60】高浜　県道（現国道 45 号）［宮古測候所］ 【写真 59】（磯鶏）神林　水産高校の艇庫［宮古測候所］

【写真 62】高浜　中心地の惨状［宮古測候所］ 【写真 61】高浜（倒れた電柱）［宮古測候所］

【写真 64】 高浜　倒壊して県道（現国道 45 号）に乗り
上げた家屋［宮古測候所］

【写真 63】高浜（倒壊した火の見櫓、江山寺付近）［宮
　　　　　古測候所］



明治29年三陸地震津波

【資料編】歴史津波

87

昭和35年チリ地震津波

【写真 66】津軽石法の脇から金浜を望む［宮古測候所］【写真 65】金浜　江山寺を望む［宮古測候所］

【写真 68】津軽石法の脇　家屋の被害［宮古測候所］ 【写真 67】津軽石法の脇　国鉄（現：JR）山田線の　
　　　　　線路［宮古測候所］

【写真 70】津軽石堀内［宮古測候所］ 【写真 69】津軽石赤前［宮古測候所］
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昭和43年十勝沖地震津波

【写真 72】（田老漁港に浸入する津波）［宮古測候所］ 【写真 71】（田老漁港　引き波）［宮古測候所］

【写真 76】（岩に激突する漁船）［宮古測候所］ 【写真 75】（波に流される漁船）［宮古測候所］

【写真 74】（衝突・転覆する漁船）［宮古測候所］ 【写真 73】（田老漁港）［宮古測候所］
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昭和43年十勝沖地震津波

【写真 78】閉伊川河口の津波　藤原を望む
　　　　　［宮古測候所］

【写真 77】鍬ヶ崎　10 時 32 分頃の引き波［宮古測候所］

【写真 82】赤前（県道重茂半島線）浜に打ち上げられ
　　　　　たガレキ［宮古測候所］

【写真 81】津軽石赤前［宮古測候所］

【写真 80】高浜海岸　養殖施設のガレキ ［宮古測候所］ 【写真 79】金浜海岸　襲いかかる津波
　　　　　［宮古市教育委員会］
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第
２
部
【
資
料
編
】
歴
史
津
波　
解
題

〔
写
真
〕

　
明
治
29
年
三
陸
地
震
津
波
の
鍬
ヶ
崎
・
光
岸
地
の
被
害
状
況
を
撮
影
し
た
貴
重

な
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
キ
ャ
ビ
ネ
判
の
写
真
を
台
紙
に
貼
り
、
19

枚
の
セ
ッ
ト
に
し
て
販
売
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
に
「
宮
古
鍬

ヶ
崎
町
海
嘯
ノ
惨
状
」
と
題
し
て
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
付
け
、「
陸
中
宮
古
鍬
ヶ
崎

町 

写
真
師 

末
崎
仁
平
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
明
治
15
年
に
開
削
さ
れ
た
光
岸
地

の
切
通
し
や
大
島
、
帆
走
船
な
ど
、
大
正
時
代
に
埋
め
立
て
ら
れ
る
前
の
鍬
ヶ
崎

の
光
景
が
う
か
が
え
る
。

　
昭
和
８
年
三
陸
地
震
津
波
の
写
真
は
、
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所
編
纂
『
地

震
研
究
所
彙
報
別
冊 

第
１
号
』（
１
９
３
４
年
）、
中
央
気
象
台
『
昭
和
８
年
３

月
３
日
三
陸
沖
強
震
及
津
浪
報
告
』（
１
９
３
３
年
）、
農
林
省
山
林
局
『
三
陸
地

方
防
潮
林
造
成
調
査
報
告
書
』（
１
９
３
４
年
）
の
各
文
献
か
ら
の
写
真
を
中
心

に
複
写
転
載
し
た
。［
箱
石
・
久
里
］
は
、
宮
古
町
で
米
穀
店
を
営
ん
だ
箱
石
寿

が
当
時
法
政
大
学
学
生
だ
っ
た
時
に
撮
影
し
た
写
真
で
あ
る
。
箱
石
氏
の
遺
族
が

『
田
野
畑
村
の
大
津
波
・
伝
承
と
証
言
』
を
出
版
し
て
い
た
久
里
十
太
郎
氏
に
寄

贈
さ
れ
、
久
里
拓
洋
著
『
三
陸
大
津
波
写
真
集
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

　
昭
和
35
年
チ
リ
地
震
津
波
・
昭
和
43
年
十
勝
沖
地
震
津
波
の
写
真
は
、
旧
宮
古

測
候
所
か
ら
提
供
を
い
た
だ
い
た
。

　
チ
リ
地
震
津
波
ま
で
は
津
波
防
潮
堤
が
整
備
さ
れ
る
前
の
被
害
状
況
で
、
ガ
レ

キ
も
木
材
が
目
立
つ
。
そ
れ
に
較
べ
て
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
は
い
か
に
膨

大
な
ガ
レ
キ
が
生
じ
た
か
が
わ
か
る
。
ま
た
、
漁
港
や
岸
壁
が
整
備
さ
れ
る
前
の

海
岸
の
地
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
十
勝
沖
地
震
津
波
で
は
、
津
波
が
岸
壁
を

越
え
な
か
っ
た
た
め
、
田
老
漁
港
へ
の
津
波
の
進
行
状
況
と
漁
船
の
転
覆
が
中
心

と
な
っ
た
。

宮
古
地
方
地
震
津
波
年
表

　
東
京
大
学
地
震
研
究
所
『
新
収
日
本
地
震
史
料
』
を
底
本
と
し
て
、
三
陸
地
方

に
起
っ
た
地
震
と
津
波
の
う
ち
被
害
が
記
録
さ
れ
た
も
の
を
収
録
し
た
。
本
解
題

で
は
、
津
波
の
記
述
が
あ
る
も
の
の
み
解
説
し
、
見
出
し
に
（　
　
）
で
西
暦
で

の
年
月
日
を
付
し
た
。

●
貞
観
11
年
５
月
26
日
（
８
６
９
年
７
月
９
日
）

　
夜
、
Ｍ
8
・
3
な
い
し
8
・
4
以
上
と
推
定
さ
れ
る
巨
大
地
震
と
こ
れ
に
伴
う

津
波
が
陸
奥
国
（
東
北
地
方
太
平
洋
側
）
で
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
が
あ
っ
た
こ

と
が
『
日
本
三
代
実
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
地
震
に
伴
う
発
光
現
象
が
あ
り
、

夜
間
に
巨
大
地
震
が
起
き
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
地
震
に
よ
っ
て
、家
屋
の
倒
壊
、

土
地
の
地
割
れ
、
多
賀
城
内
の
城
郭
・
倉
庫
・
門
な
ど
が
倒
壊
。
多
賀
城
下
に
た

ち
ま
ち
押
し
寄
せ
た
津
波
に
よ
り
、
溺
死
者
千
人
、
土
地
・
建
物
・
道
路
な
ど
壊

滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。

●
慶
長
16
年
10
月
28
日
（
１
６
１
１
年
12
月
２
日
）

　
三
陸
地
方
で
大
地
震
が
あ
り
、
仙
台
・
盛
岡
・
津
軽
・
松
前
藩
領
に
津
波
が
来

襲
し
た
。
昼
八
ツ
時
（
14
時
頃
）
大
津
波
で
門
馬
（
笠
間
カ
）・
黒
田
・
宮
古
が

騒
動
し
、
17
時
頃
大
方
水
が
引
い
た
。
海
辺
通
は
一
軒
も
な
く
波
に
と
ら
れ
人
が

多
く
死
に
、
家
を
と
ら
れ
た
人
は
路
頭
に
迷
っ
た
〔
宮
古
由
来
記
〕。
地
震
が
３

度
あ
り
次
に
大
波
が
来
て
、山
田
は
房
ヶ
沢
ま
で
、織
笠
は
鈴
堂
ま
で
波
が
来
た
。

鵜
住
居
・
大
槌
・
横
須
賀
で
８
０
０
人
、
船
越
で
50
人
、
山
田
浦
２
人
、
津
軽
石

で
１
５
０
人
が
死
亡
し
、
大
槌
・
津
軽
石
は
市
日
の
た
め
数
多
く
死
亡
し
た
〔
盛

合
家
文
書
〕。

●
延
宝
５
年
３
月
12
日
（
１
６
７
７
年
４
月
13
日
）

　
東
北
地
方
で
20
時
頃
か
ら
明
け
方
ま
で
20
度
余
り
の
地
震
が
あ
り
、
被
害
が
出

た
。
17
日
宮
古
通
へ
大
波
が
寄
せ
、
波
に
と
ら
れ
た
家
数
は
鍬
ヶ
崎
１
軒
・
金
浜

12
〜
13
軒
、
高
浜
1
〜
2
軒
、
赤
前
5
〜
6
軒
、
塩
釜
６
工
が
波
に
と
ら
れ
た
と

宮
古
代
官
所
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
〔
雑
書
〕。

●
元
禄
12
年
12
月
８
日
（
１
７
０
０
年
１
月
27
日
）

　
地
震
が
な
い
の
に
津
波
で
海
辺
の
家
な
ど
が
取
ら
れ
、
津
軽
石
へ
は
久
保
田
渡

り
ま
で
、法
の
脇
は
稲
荷
（
神
社
）
の
下
ま
で
津
波
が
到
達
し
た
〔
盛
合
家
文
書
〕。

鍬
ヶ
崎
で
は
、
８
日
真
夜
中
に
津
波
が
打
ち
寄
せ
、
出
火
し
て
20
軒
焼
失
、
13
軒

が
波
に
取
ら
れ
た
〔
雑
書
〕。
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真
夜
中
に
津
波
が
来
て
、
和
泉
町
（
現
：
陸
前
高
田
市
）
の
鮭
川
留
が
押
し
破

ら
れ
、
赤
崎
（
現
：
大
船
渡
市
）
の
御
塩
場
廻
り
の
土
手
が
破
ら
れ
る
。
大
地
震

も
な
い
の
に
津
波
が
あ
り
不
審
で
あ
る
〔
気
仙
町
小
嶋
家
文
書
〕。

　
チ
リ
南
部
沖
を
震
源
と
す
る
遠
隔
津
波
で
あ
っ
た
（
大
船
渡
市
立
博
物
館
「
三

陸
沿
岸
地
震
津
波
年
表
」）。

●
天
保
14
年
３
月
26
日
（
１
８
４
３
年
４
月
25
日
）

　
午
前
６
時
頃
大
地
震
あ
り
、
海
辺
に
こ
と
ご
と
く
津
波
が
押
し
寄
せ
鍬
ヶ
崎
も

浸
水
す
る
〔
浮
世
考
が
い
記
〕。
津
波
が
よ
せ
、
赤
前
で
家
に
損
害
が
あ
り
、
４

月
17
日
ま
で
余
震
が
あ
っ
た
〔
長
沢
災
異
記
〕。

●
安
政
３
年
７
月
23
日
（
１
８
５
６
年
８
月
23
日
）

　
13
時
頃
地
震
、
間
も
な
く
津
波
で
宮
古
代
官
所
前
の
道
に
水
が
上
が
っ
た
。
鍬

ヶ
崎
の
小
島
あ
た
り
か
ら
大
鍬
ヶ
崎
一
帯
ま
で
浸
水
し
た
。
鍬
ヶ
崎
村
・
高
浜 

村
・
金
浜
村
・
津
軽
石
村
・
赤
前
村
で
居
家
１
０
８
軒
、
納
屋
32
ヶ
所
が
流
失
ま

た
は
損
壊
し
た
〔
内
史
略
〕。「
青
葉
の
節
は
津
波
な
き
も
の
」
と
聞
い
て
油
断
し

て
い
た
所
に
津
波
に
襲
わ
れ
、
寛
政
５
年
正
月
の
津
波
く
ら
い
に
水
が
あ
が
っ
た

〔
奥
南
見
聞
録
〕。

●
明
治
三
陸
地
震
津
波
（
１
８
９
６
年
６
月
15
日
）

　
旧
暦
端
午
の
節
句
５
月
５
日
は
、
朝
か
ら
ど
ん
よ
り
と
し
た
日
で
、
小
雨
が
降

っ
た
り
や
ん
だ
り
し
て
い
た
。
午
後
７
時
32
分
頃
、
三
陸
沖
で
震
度
２
程
度
の
緩

や
か
な
地
震
の
揺
れ
を
感
じ
た
が
、
節
句
を
祝
い
、
あ
る
い
は
前
年
の
日
清
戦
争

の
勝
利
を
祝
い
、
人
々
は
気
に
も
と
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
約
30
分
後
、
大
音
響

と
と
も
に
大
津
波
が
襲
来
し
た
。
第
２
波
が
最
大
で
満
潮
時
と
も
重
な
り
、
最
大

打
上
高
は
綾
里
村
白
浜
（
現
：
大
船
渡
市
）
で
35
・
２
㍍
に
達
し
、
２
万
２
千
人

の
命
が
一
瞬
に
し
て
奪
わ
れ
た
大
津
波
で
あ
っ
た
。

　
田
老
村
で
は
地
震
後
、
空
砲
の
よ
う
な
轟
音
が
３
回
あ
り
、
20
時
20
分
頃
激
浪

に
襲
わ
れ
た
。
翌
朝
ま
で
７
回
の
津
波
が
あ
り
、
１
千
８
５
０
人
が
死
亡
、
生
存

者
１
８
３
人
と
あ
る
。
下
摂
待
は
当
時
10
戸
の
小
村
で
あ
っ
た
が
、
畜
養
し
て
い

た
27
頭
の
牛
が
全
滅
、
村
民
43
名
中
26
名
が
死
亡
し
た
。（「
大
海
嘯
被
害
録
」）

　
宮
古
町
で
は
午
後
８
時
10
分
頃
、
大
津
波
が
押
し
寄
せ
、
南
西
に
進
ん
だ
波
が

磯
鶏
石
崎
か
ら
北
に
折
れ
て
、
光
岸
地
を
突
い
て
東
に
進
ん
だ
。
さ
ら
に
屈
折
し

　
こ
の
津
波
は
米
国
北
西
海
岸
シ
ア
ト
ル
近
海
で
発
生
し
た
地
震
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
米
国
地
質
調
査
部
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ア
ト
ウ
ォ
ー
タ
ー
氏
と
日
本

の
活
断
層
研
究
セ
ン
タ
ー
佐
竹
健
治
氏
ら
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。

●
寛
延
４
年
５
月
２
日
（
１
７
５
１
年
５
月
26
日
）

　
大
潮
が
差
し
込
み
釜
石
浦
嬉
石
で
13
軒
、両
石
浦
で
15
軒
、大
槌
浦
安
渡
60
軒
、

織
笠
浦
20
軒
、
山
田
町
大
沢
浦
50
軒
が
床
下
浸
水
、
田
畑
苗
代
・
町
小
路
ま
で
潮

水
が
上
が
っ
た
〔
雑
書
〕。
地
震
が
あ
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

●
宝
暦
12
年
12
月
16
日
（
１
７
６
３
年
１
月
29
日
）

　
20
時
頃
大
地
震
そ
れ
よ
り
１
時
間
ば
か
り
し
て
大
波
が
川
へ
押
し
込
み
、
海
辺

の
人
々
が
大
い
に
驚
き
山
へ
逃
げ
た
〔
幾
久
屋
文
書
〕。

●
明
和
９
年
５
月
３
日
（
１
７
７
２
年
６
月
３
日
）

　
正
午
頃
に
大
地
震
が
発
生
し
、
地
割
れ
が
し
て
水
が
わ
き
出
る
。
人
馬
多
く
死

す
〔
須
賀
原
家
文
書
〕。
茂
市
村
・
田
老
村
・
長
沢
村
・
川
井
村
・
箱
石
村
・
重

茂
村
で
大
岩
が
崩
れ
る
な
ど
し
て
死
者
が
出
る
〔
雑
書
〕。

　
死
者
が
出
る
ほ
ど
の
大
地
震
で
あ
り
な
が
ら
津
波
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
「
草

木
青
葉
の
節
は
津
波
が
な
い
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
た
。

●
寛
政
５
年
１
月
７
日
（
１
７
９
３
年
２
月
17
日
）

　
地
震
は
、寛
政
５
年
正
月
７
日
12
時
頃
で
、寛
政
南
三
陸
沖
地
震
と
言
わ
れ
る
。

宮
城
県
は
る
か
沖
の
海
溝
付
近
で
発
生
し
、
大
き
な
津
波
を
伴
っ
た
。
地
震
史
料

に
よ
り
盛
岡
か
ら
福
島
に
至
る
内
陸
部
で
震
度
５
、
宮
古
・
大
槌
は
震
度
４
と
推

定
さ
れ
る
。
昭
和
８
年
三
陸
津
波
・
昭
和
58
年
日
本
海
中
部
・
平
成
５
年
北
海
道

南
西
沖
の
津
波
と
同
等
の
規
模
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（「
日
本
歴
史
災
害
事
典
」）。

　
12
時
か
ら
14
時
頃
ま
で
大
地
震
で
津
波
が
押
し
寄
せ
、
大
槌
通
代
官
所
管
内
で

被
害
が
大
き
か
っ
た
。
家
屋
の
流
失
・
損
壊
が
、
両
石
浦
で
79
軒
・
死
者
９
人 

〔
雑
書
〕。
宮
古
で
は
、
大
地
震
が
あ
り
津
波
が
寄
せ
、
海
辺
通
は
大
騒
動
で
た
い

へ
ん
で
あ
っ
た
〔
幾
久
屋
文
書
〕。
川
津
波
が
3
・
4
度
き
て
山
に
逃
げ
た
。
藤
原
・

磯
鶏
・
宮
古
に
は
水
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
が
、
２
月
中
ま
で
余
震
が
あ
り
宮
古
・

藤
原
な
ど
で
は
山
に
小
屋
を
か
け
て
避
難
し
た
〔
古
実
伝
書
記
〕。

●
天
保
８
年
10
月
11
日
（
１
８
３
７
年
11
月
８
日
）
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チ
リ
津
波
の
特
徴
は
、
波
高
が
湾
口
で
低
く
奥
に
行
く
に
従
っ
て
高
く
な
っ
て
い

る
こ
と
で
、
昭
和
８
年
は
逆
に
奥
に
行
く
に
従
っ
て
低
く
な
っ
て
い
る
。
宮
古
湾

で
湾
口
2
・
0
㍍
、
中
央
部
で
3
・
0
か
ら
5
・
0
㍍
、
湾
奥
部
で
６
㍍
と
次
第

に
高
く
な
っ
て
い
る
。
宮
古
市
の
被
害
は
、
罹
災
世
帯
数
７
４
０
、
行
方
不
明
１

で
あ
っ
た
（『
岩
手
県
災
害
関
係
行
政
資
料
』）。

　
田
老
で
は
役
場
の
観
測
で
波
高
３
㍍
、
岸
壁
に
積
ん
で
あ
っ
た
木
材
が
流
失
し

た
。
高
浜
は
県
道
東
側
の
民
家
は
全
て
流
失
、
西
側
の
建
物
も
ほ
と
ん
ど
山
際
に

押
し
つ
け
ら
れ
て
潰
さ
れ
た
。
金
浜
で
は
、
国
鉄
山
田
線
線
路
の
東
側
は
建
物
が

全
て
流
失
ま
た
は
全
壊
し
た
。
法
の
脇
が
最
も
被
害
が
大
き
く
、
波
が
奥
ま
で
到

達
し
た
。
赤
前
は
民
家
が
比
較
的
高
く
海
岸
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
被
害
は
少
な

い
が
、
堤
防
付
近
で
波
高
５
㍍
が
確
認
さ
れ
た
（
仙
台
管
区
気
象
台
『
チ
リ
地
震

津
波
調
査
報
告
』）。

●
十
勝
沖
地
震
津
波
（
昭
和
43
年
５
月
16
日
）

　
午
前
９
時
49
分
に
Ｍ
7
・
9
の
巨
大
地
震
が
発
生
し
、
釧
路
か
ら
青
森
・
岩
手
・

宮
城
県
北
部
の
太
平
洋
沿
岸
を
数
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
お
そ
っ
た
。
実
際
の
震
源

域
は
三
陸
北
部
沖
で
、
延
宝
５
年
・
宝
暦
13
年
・
安
政
３
年
の
津
波
が
同
様
の
被

害
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
地
震
発
生
後
20
か
ら
60
分
の
間
に
北
海
道
お
よ
び
東
北
の
太
平
洋
沿
岸
に
津
波

が
来
襲
し
た
。
昼
間
の
干
潮
時
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
チ
リ
地
震
津
波
後
、
海
岸
堤

防
や
護
岸
な
ど
海
岸
保
全
設
備
が
整
備
さ
れ
て
き
た
た
め
、
津
波
に
よ
る
被
害
は

比
較
的
少
な
か
っ
た
（『
１
９
６
８
年
十
勝
沖
地
震
調
査
報
告
』）。
宮
古
で
震
度

３
を
記
録
、
津
波
の
最
大
波
高
２
１
６
㌢
を
記
録
し
た
（『
十
勝
沖
地
震
に
関
す

る
地
震
津
波
速
報
』）。

　

赤
前
の
津
波
堤
防
で
の
波
高
は
４
・
98
㍍
を
記
録
、
き
り
た
っ
た
津
波
に

よ
り
海
苔
・
カ
キ
・
ワ
カ
メ
の
養
殖
施
設
な
ど
に
被
害
を
与
え
、
被
害
額
は

３
億
６
千
万
円
に
も
の
ぼ
っ
た
（『
広
報
み
や
こ 

昭
和
43
年
６
月
１
日
号
』）。

て
鍬
ヶ
崎
を
洗
っ
た
。
宮
古
町
は
比
較
的
被
害
が
小
さ
く
、
戸
数
９
８
７
の
う
ち

流
失
23
戸
・
全
半
壊
13
戸
、
人
口
６
千
５
０
０
の
う
ち
死
亡
12
名
・
重
傷
６
名
と

し
て
い
る
。（「
大
海
嘯
被
害
録
」）

　
鍬
ヶ
崎
尋
常
小
学
校
で
は
、
端
午
の
節
句
に
あ
た
っ
て
幻
灯
会
を
催
し
て
い
た

時
に
津
波
が
襲
来
し
た
。
町
長
が
生
徒
を
学
校
か
ら
外
出
さ
せ
な
い
よ
う
に
指
示

し
て
助
か
っ
た
が
、
在
宅
の
子
供
た
ち
の
多
く
が
死
亡
し
た
。

　
重
茂
村
で
は
全
村
２
３
２
戸
の
う
ち
流
失
・
損
壊
１
６
０
戸
、
１
千
５
０
６
人

中
７
３
３
人
が
死
亡
、
重
傷
51
人
で
、
当
分
町
村
と
し
て
成
立
で
き
な
い
だ
ろ
う

と
さ
れ
た
。
姉
吉
で
は
、
全
戸
数
11
戸
が
流
失
し
、
総
人
口
78
名
の
う
ち
72
名
が

溺
死
、
重
傷
者
５
名
も
死
亡
し
た
。（「
大
海
嘯
被
害
録
」）

●
昭
和
三
陸
地
震
津
波
（
昭
和
８
年
３
月
３
日
）

　
午
前
２
時
31
分
、
三
陸
沖
で
Ｍ
8
・
1
の
巨
大
地
震
が
起
き
た
。
地
震
の
揺
れ

は
明
治
三
陸
地
震
の
時
よ
り
強
く
感
じ
ら
れ
、
家
屋
の
一
部
に
壁
の
亀
裂
や
石
垣

の
破
損
な
ど
軽
い
被
害
が
で
る
程
で
あ
っ
た
（
震
度
５
）。
地
震
の
約
30
か
ら
40

分
後
に
三
陸
と
北
海
道
襟
裳
岬
付
近
の
海
岸
は
、
大
き
な
津
波
に
襲
わ
れ
、
三
陸

沿
岸
と
北
海
道
南
岸
に
死
者
１
千
５
２
２
名
、
行
方
不
明
者
１
千
５
４
２
名
、
家

屋
流
失
４
千
０
３
４
戸
、
倒
壊
１
千
８
１
７
戸
と
い
う
大
き
な
被
害
が
出
た
。

　
宮
古
町
で
は
町
の
中
央
を
貫
流
す
る
宮
古
川
（
閉
伊
川
）
を
遡
っ
て
一
丈
（
約

３
㍍
）
の
津
波
が
押
し
寄
せ
、
鍬
ヶ
崎
・
新
川
町
・
藤
原
・
磯
鶏
村
海
岸
一
帯
が

床
上
浸
水
し
た
。
田
老
村
は
、
戸
数
６
０
０
戸
中
、
残
っ
た
の
は
小
学
校・役
場・

寺
院
・
住
家
３
戸
で
荒
野
と
化
し
た
。（「
験
震
時
報
第
七
巻
」）

●
チ
リ
地
震
津
波
（
昭
和
35
年
５
月
24
日
）

　
５
月
24
日
早
朝
、
地
震
も
な
い
の
に
わ
が
国
の
太
平
洋
沿
岸
を
突
如
と
し
て
大

津
波
が
襲
っ
た
。
こ
の
津
波
の
原
因
と
な
っ
た
地
震
は
、
日
本
か
ら
地
球
の
反
対

側
に
な
る
南
米
チ
リ
の
バ
ル
デ
ィ
ビ
ア
沖
で
発
生
し
た
Ｍ
9
・
5
の
地
震
で
、
観

測
史
上
世
界
最
大
の
地
震
で
あ
っ
た
。
日
本
時
間
５
月
23
日
４
時
11
分
に
発
生
し

た
地
震
に
よ
る
津
波
が
太
平
洋
に
広
が
り
、
途
中
ハ
ワ
イ
で
死
者
61
人
な
ど
の
被

害
を
な
し
、
23
時
間
後
の
未
明
に
日
本
の
沿
岸
部
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
津
波
は
日
本
の
太
平
洋
岸
全
域
に
及
び
、
波
高
が
高
く
被
害
が
大
き
か
っ
た
の

は
比
較
的
大
き
な
湾
で
、
大
船
渡
湾
・
広
田
湾
・
山
田
湾
・
宮
古
湾
で
あ
っ
た
。
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宮古地方地震津波年表

●天長７年（830）１月３日
出羽国地震。秋田城損壊、四天王寺仏像倒壊。〔類聚国史〕

●承和６年（839）４月
　　　陸奥で頻りに地震あり、多くの百姓恐れ逃げる。多賀城・胆沢城へ援兵を要請する。
　　　〔続後記〕

●嘉祥３年（850）10 月 16 日
　　　出羽国地震。圧死者多く出る。〔文徳実録〕

●貞観 11 年（869）年５月 26 日
　　　陸奥国大地震。家屋倒壊による圧死者多く、多賀城の城郭など損壊する。
　　　城下に津波押し寄せ、溺死者千人余り。〔三代実録〕

●享徳３年（1454）11 月 23 日
　　　関東から東北にかけて夜半に地震あり、奥州に津波入り人多く取られる。 〔王代記〕

●明応元年（1492）６月 16 日
　　　陸奥国会津、大地震。〔塔寺八幡宮長帳続〕

●天正 15 年（1587）５月 10 日
　　　仙台地方で地震。〔伊達治家記録〕

●文禄３年（1595）12 月 24 日
　　　宮城県（登米地方）で大地震。〔登米郡史〕

●慶長元年（1596）３月６日
　　　宮城県（登米地方）で夜地震〔登米郡史〕

●慶長 13 年（1608）11 月 23 日
　　　仙台海浜に大地震、男女 50 人余り死す。〔藩祖成蹟〕

○慶長 16 年（1611）８月 21 日
　　　慶長会津地震。８時頃大地震が会津盆地を襲う。死者３千数百人。〔歴史災害事典〕

●慶長 16 年（1611）10 月 28 日
　　　 三陸地方で大地震、仙台・盛岡・津軽・松前藩領に津波来襲。14 時頃大津波で門馬（笠

間カ）・黒田・宮古が騒動し 17 時頃大方水が引いた。海辺通は一軒もなく波にとられ人
多く死に、家をとられた人は路頭に迷った〔宮古由来記〕。地震が３度あり次に大波が
来て、山田は房ヶ沢まで、織笠は鈴堂まで波が来た。鵜住居・大槌・横須賀で 800 人、
船越で 50 人、山田浦２人、津軽石で 150 人が死亡し、大槌・津軽石は市日で数多く死
亡した〔盛合家文書〕。

○寛永 17 年（1640）６月 14 日
　　　13 日より北海道で駒ヶ岳噴火、北海道内湾に津波〔弘前市史〕。

●正保３年（1646）４月 26 日
　　　 陸前・磐城で大地震、仙台城・白石城で城壁破損〔伊達治家〕。盛岡城で酌み水こぼれる〔雑

書〕。
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●明暦２年（1656）３月 22 日
　　　22 日 21 時頃より大地震。八戸城で家蔵の戸障子破損、土蔵の壁落ちる〔雑書〕

●寛文７年（1667）７月３日
　　　盛岡 ･ 八戸で地震。八戸で壁破損〔八戸藩日記〕。

●寛文８年（1668）７月 21 日
　　　仙台・盛岡で大地震、道路割れ、家破損。以後４日間揺れる〔近世日誌〕。

○寛文 11 年（1671）７月 12 日
　　　松前下国の岳で噴火、南部・津軽で地鳴り〔津軽史〕。

●寛文 11 年（1671）８月
　　　花巻で６時から 20 時頃まで地震。町家 10 軒ばかり倒れ、庇の落下多数〔花巻市史〕。

●延宝２年（1674）３月 10 日
　　　 八戸で大地震、城内・諸士屋敷・町家とも損害おびただしく、南宗寺廟所破損〔奥南温

古集〕。

●延宝４年（1676）３月 12 日
　　　南部大浦（青森県カ）で民家 20 軒流失、人馬に損害なし〔津軽家記〕。

●延宝５年（1677）３月 12 日
　　　 20 時から明け方まで 20 回以上の地震があり、北閉伊浦々へ大波（津波）寄せ、家・船・

塩釜が波に取られる。宮古浦で船２艘取られ、磯鶏浦船３艘破損。金浜浦で船 10 艘破
損し、家８軒家財流れ５軒廻り壁が破れる。高浜浦で船３艘破損、麦畑３人役程浸水。
津軽石浦で麦畑 70 役程浸水、船６艘破損。赤前浦で家５軒家財等流れ、５軒廻り壁破れ、
塩釜６工波に取られる。赤前田畑共に５・６石程浸水。鍬ヶ崎浦で家１軒家財流れ、４
軒は廻り壁押し払い、麦畑４つ役程浸水、塩釜２工破損。摂待浦で家 28 軒、船 31 艘
が破損・流失し、塩釜８工・麦畑 77 役程・田畑共に５・６石程浸水。〔雑書〕

●延宝６年（1678）８月 17 日
　　　  20 時頃大地震、花巻で御城・御役人共の家の壁大方崩れ、三御町で家 14 ～ 15 軒転ぶ。

川口町で梁落ち女１人死亡、馬３疋死ぬ。一日市御仮屋の土蔵転び、御仮屋大方破損〔雑
書〕。

○元禄７年（1694）５月 27 日
　　　 元禄能代地震。秋田領能代で大地震、残らず打ちひしぎ、家・蔵焼失し、600 人程死亡〔雑

書〕。

●元禄 12 年（1699）11 月８日
　　　 ８日より９日まで大潮にて海辺の場所によって家など取られる。津軽石では久保田渡り

まで法の脇は稲荷（神社）の下まで波が来た〔日記書留帳〕。鍬ヶ崎浦で出火 20 軒焼失、
13 軒破損。159 人へ御蔵米を少し配給した〔雑書〕。

○元禄 16 年（1703）11 月 23 日
　　　 元禄地震。未明に房総半島沖を震源とする地震あり、房総半島から相模湾沿岸にかけて

被害甚大〔歴史災害事典〕。

●宝永元年（1704）４月 24 日
　　　 宝永元年能代地震。秋田領能代で大地震、家・蔵多数潰れ 100 人程死亡、怪我人数知れ

ず〔八戸藩日記〕。
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●宝永４年（1707）10 月４日
　　　八戸で地震、湊十分一小屋後ろまで小潮入る〔八戸藩日記〕。
　　　宝永地震、14 時頃遠州灘沖から四国沖に巨大地震〔歴史災害事典〕。

●正徳２年（1712）４月 23 日
　　　17 時頃八戸で大地震、御屋敷少々破損〔八戸藩日記〕。

●享保２年（1717）４月３日
　　　 14 時頃仙台で強い地震あり、仙台城本丸石垣少々崩れ、二ノ丸の塀屋根崩れ落ちる。

地割れもあり、神社等の石灯篭倒れ、城下並びに在々所々破損〔雑事日記〕。

●享保 21 年（1736）３月 20 日
　　　 仙台で 18 時頃より暁にかけて地震数十回あり、城中所々石塁等および澱橋破損〔獅山

公治家記録〕。

○寛保元年（1740）７月 19 日
　　　寛保津波。早朝、北海道と津軽半島を津波が襲う〔歴史災害事典〕。

●寛保３年（1743）10 月７日
　　　１時頃八戸で大地震、被害多く諸役人参殿する〔奥南温古集〕。

●寛延４年（1751）５月２日
　　　 14 時頃大槌通で大潮差し込み、敷き板下或は田畑苗代・町小路まで潮水あがる。嬉石

13 軒・両石浦 15 軒・安渡 60 軒・織笠 20 軒・大沢浦 50 軒の床下浸水 〔雑書〕。

●宝暦５年（1755）２月 17 日
　　　16 時頃地震、八戸で御殿並びに外通破損、南宗寺御廟所破損〔八戸藩日記〕。

●宝暦 12 年（1762）12 月 16 日
　　　 夜前に大地震、八戸で所々破損あり、南宗寺御廟並びに御仏殿破損〔八戸藩日記〕。18

日湊村に津波差し込み流破船７艘あり。久慈種市通の流破船 13 艘、堤防橋梁の破損数
ヶ所〔奥南温古録〕。16 日 18 時頃の地震により厨川通土渕村で家 1 軒潰れ、死馬３疋。
沼宮内通平館村で肝入の家潰れ男女３人死亡。田名部通・野辺地通で潰れ家多く、死者
あり〔雑書〕。鍬ヶ崎で損害あり、赤崎（赤前カ）浦で網納屋破損〔釜石市誌〕。

●宝暦 13 年（1763）１月９日
　　　正月 26 日まで度々地震あり〔雑書〕、八戸で大橋破損〔八戸藩日記〕。

●宝暦 13 年（1763）１月 27 日
　　　八戸で大地震、家・土蔵大破、南宗寺石塔崩れる〔奥南温古録〕。

●宝暦 13 年（1763）２月１日
　　　14 時頃大地震、八戸玄中寺大破。八戸城内惣塀大破〔八戸藩日記〕。

●明和３年（1766）１月 28 日
　　　 明和津軽地震。津軽・陸奥で 18 時頃大地震。弘前城東御門潰れ、黒石城下で町家 400

軒程潰れ、死者 200 人。青森で家 723 軒焼け潰れ、死者 198 人。大浜で 400 軒残らず
焼け潰れ、死人 400 人。浪岡村で家 50 軒余潰れる〔古実伝書記〕。

●明和６年（1769）６月９日
　　　８時頃地震、八戸で大橋５間落橋、南宗寺で石塔・石灯篭・庫裡・大門が破損〔八戸藩日記〕。
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●明和９年（1772）５月３日
　　　 12 時頃大地震、盛岡城の石垣小破、花巻城所々破損。宮古通長沢で死者・死馬あり〔吉

田家文書〕。腹帯村・田老村・長沢村・川井村・箱石村で大岩崩れ死者あり〔雑書〕。大
地震であったが津波がなく、「古人ハ草木青葉ノ節ハ津波之レナキコトヲ言残シ置キヌ」

〔梅荘見聞録〕

○寛政４年（1792）12 月 28 日
　　　 寛政西津軽地震。午後２時半頃地震、鰺ヶ沢・深浦・下北の田名部で津波を記録〔歴史

災害事典〕。

●寛政５年（1793）正月７日
　　　 寛政南三陸沖地震。12 時頃大地震あり、陸中・陸前・磐城に津波寄る。大槌通代官所

管内で被害甚大。流失家屋 72 軒、損壊家屋 11 軒、船流失 47 艘、死者 11 人〔雑書〕。
宮古では川津波が３・４度遡上し山に逃げた。宮古町・藤原・磯鶏には波は余り寄せず、
損害はなかった。２月中まで小地震あり、宮古・藤原では山に小屋をかけて避難した〔古
実伝書記〕。宮城県はるか沖の海溝付近を震源とする地震〔歴史災害事典〕。

●文化元年（1804）６月４日
　　　 象潟地震。22 時頃出羽庄内地方で大地震、津波寄せ人馬死に家々も数千軒潰れる〔寛

政日記〕。

●文化５年（1808）閏６月 16 日
　　　７時頃大地震、岩泉板橋鉄山で炭釜 21 筒破損〔雑書板橋御鉄山〕。

●文政４年（1821）８月 16 日
　　　11 時頃大地震、八戸で殿中および塀垣に破損多くあり〔奥南温古集〕。

●文政６年（1823）８月 25 日
　　　 24 時頃大地震あり、沼宮内・西根通で潰れ家 105 軒、所々山崩れ鹿角あたりまで山里

のうち死者 69 人、行方不明４人〔奥南見聞録〕。

●天保３年（1832）２月 13 日
　　　 12 時頃大地震あり、八戸で御殿通・諸役所の壁所々落ち、南宗寺並びに本寿寺の石碑所々

痛む〔八戸藩日記〕。

○天保４年（1833）10 月 26 日
　　　 天保庄内沖地震。14 時頃山形県酒田沖で地震発生、北海道函館から隠岐諸島で津波を

記録、山形県沿岸域で被害甚大〔歴史災害事典〕。

●天保６年（1835）６月 25 日
　　　 14 時頃大地震あり、岩手県南から仙台にかけて石垣・蔵の壁など崩れる〔皆川家日記〕。

仙台城石垣所々崩れ破損する〔御年代記〕。

●天保８年（1837）10 月 11 日
　　　 真夜中、気仙郡・本吉郡に津波入り込み、今泉川（陸前高田市）の鮭川留が押し破られる。

大船渡赤崎御塩場廻りの土手が押し破られ、塩 2,000 俵津波に取られる。大地震もなく
津波があり不審〔小嶋家文書〕。

●天保 13 年（1842）６月 18 日
　　　20 時頃地震あり、気仙郡で土蔵の壁多く痛む〔世乃中風唱聞書記〕。
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●天保 14 年（1843）３月 26 日
　　　 ６時頃大地震あり、海辺に津波寄せ、赤前で家痛む〔長沢災異記〕。八戸白銀村で津波

に〆粕流失、海辺の小屋 14 ～ 15 軒程痛み、小船や鰯釜流失〔遠山家日記〕

●天保 14 年（1843）６月７日
　　　18 時頃大地震あり、沢内（岩手県）で家・家財痛む〔沢内年代記〕。

●嘉永７年（1854）閏７月２日
　　　 真夜中、八戸で強震あり、城内御朱印庫のほか土蔵破損、家士・町家の被害多し〔奥南

温古集〕。

●嘉永７年（1854）閏７月５日
　　　20 時過ぎに大地震あり、八戸城御朱印蔵・御土蔵・御納戸など大破〔御用人所日記〕。

○安政２年（1855）10 月２日
　　　安政江戸地震。21 時過ぎに江戸大地震、死者７千人余り〔歴史災害事典〕。

●安政３年（1856）７月 23 日
　　　 12 時頃強い地震があり、間もなく津波寄せる。宮古代官所前の往来に水上がり、鍬ヶ

崎では小島あたりより大鍬ヶ崎（日立浜・角力浜）まで水上がる。鍬ヶ崎浦・高浜浦・
金浜浦・赤前浦で居家の被害 108 軒〔内史略〕。

●安政５年（1858）５月 28 日
　　　20 時頃大地震あり、八戸で土蔵など所々破損〔遠山家日記〕。

●文久元年（1861）９月 17 日
　　　真夜中に大地震あり人家の痛み甚だしく、登米郡で 300 ～ 400 軒程破損〔大内家日記〕。

○明治 13 年（1880）２月 22 日
　　　明治横浜地震。１時頃地震発生、横浜を中心に被害。日本地震学会設立〔歴史災害事典〕。

○明治 27 年（1894）６月 20 日
　　　 明治東京地震。14 時４分東京東部を震央とする地震が発生、家屋・建造物に甚大な被害
　　　〔歴史災害事典〕。

○明治 27 年（1894）10 月 22 日
　　　庄内地震。17 時 35 分に庄内平野を震源とする地震発生、山形県酒田を中心に被害 
　　　〔歴史災害事典〕。

●明治 29 年（1896）６月 15 日
　　　 明治三陸地震津波。19 時 32 分頃三陸沿岸で震度２程度の地震を感じる。約 30 分

後、大音響と共に大津浪襲来、岩手県綾里村白浜で最大打上高 38.2 ㍍を記録、死者
２万２千人〔歴史災害事典〕。

○明治 29 年（1896）８月 31 日
　　　 陸羽地震。17 時６分に秋田県東南部に地震発生、岩手県沢内村にかけて被害。東北受

難の年と言われる〔歴史災害事典〕。

○大正３年（1914）３月 15 日
　　　 秋田仙北地震。４時 59 分に秋田県西仙北地域で地震発生、秋田県内に被害〔歴史災害

事典〕。
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○大正 12 年（1923）９月１日
　　　 関東大震災。11 時 58 分神奈川県西部を震源とするマグニチュード 7.9 の地震発生。死

者 10 万５千人、全潰家屋推定 11 万棟、都市部での大火災により我が国自然災害史上
最悪の被害となる。相模湾で津波発生〔歴史災害事典〕。

●昭和８年（1933）３月３日
　　　 昭和三陸地震津波。２時 31 分、三陸沿岸で震度 5 の激しい揺れがあり、30 分から１時

間内に北海道から三陸地方を津波が襲った。岩手県で死者 1,408 名、行方不明者 1,263
名（岩手県昭和震災誌）〔歴史災害事典〕。

●昭和 13 年（1938）５月− 11 月
　　　 塩屋崎沖地震。５月 23 日 16 時 18 分マグニチュード 7.0、11 月５日から立て続けに

大地震が発生し、福島東方沖地震とも言われる。11 月５日の地震に伴って軽微な津波
が襲来、福島県小名浜で全震幅 107 ㌢、宮古は 45 ㌢を記録〔歴史災害事典〕。

●昭和 27 年（1952）３月４日
　　　 昭和十勝沖地震。10 時 22 分、北海道襟裳岬沖から釧路川沖にいたる沖合でマグニチュ

ード 8.2 の地震発生。震動による被害は北海道に限られたが、津波が東北地方北部の太
平洋側で１～２㍍に達した〔歴史災害事典〕。

●昭和 35 年（1960）５月 24 日
　　　 チリ地震津波。南米チリのバルディビア沖で 23 日４時 11 分にモーメントマグニチュ

ード 9.5 の世界最大の地震が発生。23 時間後の翌日未明に日本に到達、北海道から千
葉県まで６道県と沖縄県で合せて 142 人の死者・行方不明者を出した〔歴史災害事典〕。

○昭和 39 年（1964）６月 16 日
　　　 新潟地震。13 時１分に新潟県村上市沖合から阿賀野川河口沖で発生したマグニチュー

ド 7.5 の逆断層地震。秋田県から新潟県までの日本海沿いで液状化が発生し、石川・島
根県は津波による被害が出た〔歴史災害事典〕。

●昭和 43 年（1968）５月 16 日
　　　 十勝沖地震。９時 49 分に青森県東方沖を震源とするマグニチュード 7.9 の地震が発生

した。北海道の襟裳岬から岩手県北部にかけて震動被害が、釧路から青森 ･ 岩手・宮城
県北部の太平洋沿いに数㍍の津波による被害が発生した。津波は八戸・野田・宮古・大
槌などで５㍍以上となったが、干潮時にあたったことと、津波防潮堤の設置が進んでい
たこともあり津波被害は軽くなった〔歴史災害事典〕。

○昭和 48 年（1973）６月 17 日
　　　 根室半島沖地震。12 時 55 分に根室半島東南沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震

が発生。地震による被害は根室から釧路にとどまり小規模であった。津波は花咲で４㍍
以上、十勝港で 1.2 ㍍と道東で浸水被害があった〔歴史災害事典〕。

●昭和 53 年（1978）６月 12 日
　　　 宮城県沖地震。17 時 14 分に金華山沖を震源としたマグニチュード 7.4 の地震である。

宮城県を中心に被害を受け、人口 50 万人を越える大都市仙台が地震に見舞われ、ライ
フラインの耐震性の低さが認識された〔歴史災害事典〕。

○昭和 58 年（1983）５月 26 日
　　　 日本海中部地震津波。12 時 00 分、能代から津軽の沖合でマグニチュード 7.7 の地震が

発生し、震源に近いところでは 10 分も経たずに大津波が到達した。津波は日本海全体
に及び能登半島や隠岐・北海道西岸に被害をもたらした〔歴史災害事典〕。
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○平成５年（1993）７月 12 日
　　　 北海道南西沖地震。22 時 17 分、北海道南部の日本海側の奥尻島北方沖を震源とするマ

グニチュード 7.8 の地震が発生。地震発生後わずか５分で奥尻島に津波が来襲し、南東
部の初

はつ
松
まつ

前
まえ

では波高が 20 ㍍近くになった〔歴史災害事典〕。

○平成７年（1995）１月 17 日
　　　 阪神・淡路大震災。５時 46 分、明石海峡下を震源として六甲・淡路断層帯で発生した

マグニチュード 7.3 の地震で、1995 年兵庫県南部地震と呼ばれる。倒壊家屋が３割を
越えるとされる震度７をはじめて記録、被害は甚大で死者 6,434 人、行方不明者３人、
負傷者 43,792 人、被害建物 689,776 棟。被害額は約 10 兆円に達した〔歴史災害事典〕。

●平成 15 年（2003）７月 26 日
　　　 宮城県北部地震。宮城県の北部を震源とした浅い地震。局所的に大きな被害があり、住

家全壊 1,276 軒〔災害史に学ぶ〕。

●平成 15 年（2003）９月 26 日
　　　 十勝沖地震。４時 50 分に襟裳岬沖から釧路川沖で発生したマグニチュード 8.0 の地震

が発生。人的被害は少なかったが、住宅全壊 116 棟、半壊 368 棟、津波による床下浸
水９棟の被害が出た。津波は十勝港で 2.6 ㍍、厚内 1.8 ㍍など北海道東南部から岩手県
にかけて１～２㍍と昭和 27 年の津波より小規模だった〔歴史災害事典〕。

○平成 16 年（2004）10 月 23 日
　　　 新潟県中越地震。17 時 56 分六日町断層帯北部を震源とするマグニチュード 6.8 の浅い

地震が発生。長岡市の山
やま

古
こ

志
し

や小
お

国
ぐに

、小
お

千
じ

谷
や

市・魚沼市などで倒壊や土砂崩壊など大き
な被害が出た〔歴史災害事典〕。

○平成 19 年（2007）７月 16 日
　　　 新潟県中越沖地震。10 時 13 分柏崎から観音岬の沖合でマグニチュード 6.8 の地震が発

生。柏崎市・長岡市・刈羽村で震度６強、新潟県内の広範囲で震度５強から４の強い揺
れに襲われた。気象庁は新潟県上・中・下越と佐渡に津波注意報を発表し、柏崎で 32 ㌢、
秋田県から石川県にかけた日本海沿岸で小さい津波が観測された。東京電力柏崎刈羽原
子力発電所が、原発として世界ではじめて地震で被災したが、地震動の強さに対して被
害が軽かった〔歴史災害事典〕。

●平成 20 年（2008）６月 14 日
　　　 岩手 ･ 宮城内陸地震。岩手 ･ 宮城県境付近でマグニチュード 7.2 の地震が発生。岩手県

奥州市と宮城県栗原市で震度６強を記録。住家全壊 30、死者 ･ 行方不明者 23 人で、ほ
とんどが山地での土砂災害による〔災害史に学ぶ〕。

＊月日は明治以前は和暦（太陰暦）、明治以降は太陽暦で表示した。
＊ 東京大学地震研究所編「新収日本地震史料」を底本とし、三陸沿岸に被害が記録された地震・津波を抽出した（●

印）。三陸地方に大きな被害はないが、東日本を中心に歴史上重要な地震・津波も掲載した（○印）。
＊ 被害状況の後に〔　〕で出典（資料名）を記した。地震・津波の概要は、主に「日本歴史災害事典」「災害史に

学ぶ海溝型地震・津波編」を参考にした。
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津波の高さと被害
（１）昭和８年三陸地震による津波の高さ（岩手県）

郡　　名 町村名 地　　名 浪高
　　( 米 )

明治 29 年
津浪高 ( 米 )

差
　　 ( 米 )

 気仙（広田湾）

 気仙（大野湾）

 気仙（門之浜湾）
 気仙（外洋）

 気仙（大船渡湾）

 気仙

 気仙（綾里湾）
 気仙（越喜来湾）

 気仙（吉浜湾）

 気仙（唐丹湾）

 上閉伊（釜石湾）

 上閉伊（両石湾）

 上閉伊（大槌湾）

 上閉伊（船越湾）

 下閉伊（船越湾）

 下閉伊（山田湾）

 気仙村
 同
 高田町
 同
 同
 小友村
 同
 広田村
 同
 広田村
 同
 小友村
 末崎村
 末崎村
 同
 同
 同
 同
 大船渡村
 同
 同
 同
 同
 赤崎村
 同
 同
 赤崎村
 綾里村
 綾里村
 同
 同
 越喜来村
 同
 同
 同
 同
 吉浜村
 同
 唐丹村
 同
 同
 釜石町
 同
 鵜住居村
 同
 鵜住居村
 同
 同
 大槌町
 同
 同
 大槌町
 同
 船越村
 同
 織笠村
 山田町

 福　伏
 長　部
 高田町海岸
 脇　沢
 砂　浜
 両　替
 三日市
 泊　港
 根　岬
 六ヶ浦
 大野湾奥
 唯　出
 梅　真
 泊　里
 碁　石
 細　浦
 石　浜
 船河原
 丸　森
 下船渡
 永　沢
 大船渡
 盛町海岸
 生　形
 蛸ノ浦
 長　崎
 合　足
 綾里港
 白　浜
 砂子浜
 小石浜
 下甫嶺
 越喜来
 泊
 浦　浜
 浦浜川岸
 吉　浜
 千　歳
 大　石
 小白浜
 本　郷
 嬉　石
 釜　石
 水　海
 両　石
 海　岸
 片　岸
 室ノ浜
 大　槌
 安　渡
 赤　浜
 吉里吉里
 浪　板
 船　越
 田ノ浜
 織　笠
 伝作鼻

   ３. ２
   ３. ２
   ３. ０
   ３. ２
   ４. ５
   ３. ０
   １. ０
   ４. ５

  １１. ２
   ３. ５
   ４. ０
   ３. ４
   ３. ５
   ５. ７
   ３. ５
   ３. １
   ４. ５
   ３. ９
   ４. ２
   ３. ０
   ３. ３
   ２. ４
   ３. ６
   ２. ８
   ４. ３
   ４. ３
   ７. ３
   ４. ５

  ２３. ０
   ２. ３
   ３. ８
   ４. ２
   ３. ０
   ４. ０
   ３. ２
   ７. ０
   ９. ０
   ６. ０
   ３. ０
   ６. ０
   ６. ０
   ４. ２
   ５. ４
   ７. ０
   ６. ４
   ４. ５
   ５. ４
   ５. ２
   ３. ９
   ４. ２
   ４. ６
   ６. ０
   ５. ５
   ６. ０
   ６. ０
   ２. ４

        
   ３. ４
        
        
        
        

   ２. ４
   ７. ６
        
        
        

  １０. ７
        

        
   ６. ７
        
        
        

   ５. ５
        

   ３. ４
        
        
        
        

  １０. ７
  ２２. ０

        
  １０. ４

        
  １０. ４

        
   ９. ８
        

  ２４. ４
        
        

  １６. ７
  １４. ０

   ４. ４
   ５

（ マ マ ）

. ４
        

  １１. ６
        
        
        

   ２. ７
   ４. ３
        

  １０. ７
  １０. ７
  １０. ５

   ９. ２
   ３. ４

        
 −０. ２

        
        
        
        

  −１. ４
  −３. １

        
        
        

 −７. ３
        

        
 −３. ６

        
        
        

 −２. ５
        

 −１. ０
        
        
        
        

 −６. ２
  ＋１. ０

        
 −６. ６

        
 −７. ４

        
 −６. ６

        
−１５. ４

        
        

−１０. ７
 −８. ０
 −０

（ マ マ ）

. １
 −２

（ マ マ ）

. ８
        

 −５. ２
        
        
        

  ＋１. ２
 −０. １

        
 −４. ７
 −５. ２
 −４. ５
 −３. ２
 −１. ０
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郡　　名 町村名 地　　名 浪高
　　( 米 )

明治 29 年
津浪高 ( 米 )

差
　　 ( 米 )

 下閉伊（山田湾）

 下閉伊（山田湾）

 下閉伊（外洋）

 下閉伊（宮古湾）

 下閉伊（外洋）

 下閉伊（外洋）

 九戸（外洋）

 九戸（久慈湾）

 九戸（外洋）

 山田町
 大沢村
 重茂村
 同
 同
 同
 重茂村
 同
 同
 同
 同
 磯鶏村
 同
 津軽石村
 同
 磯鶏村
 同
 宮古町
 鍬ヶ崎町
 崎山村
 田老村
 小本村
 田野畑村
 同
 同
 同
 普代村
 同
 野田村
 同
 宇部村
 同
 久慈町
 同
 同
 侍浜村
 中野村
 種市村
 同

 山田町
 大　沢
 川　代
 石　浜
 千鶏北側
 同　南側
 姉　吉
 里
 重　茂
 音　部
 鵜　磯
 白　浜
 堀　内
 赤　前
 法ノ脇
 金　浜
 磯　鶏
 宮　古
 蛸ノ浜
 女遊戸
 田　老
 小　本
 島ノ越
 平井賀
 羅　賀
 明　戸
 太田名部
 普　代
 玉　川
 野　田
 久　喜
 小　袖
 久慈海岸
 湊
 海　岸
 海　岸
 海　岸
 八　木
 種　市

   ４. ５
   ６. ０
   ４. ５

  １２. ０
  １３. ６

   ６. ０
  １２. ４
  １０. ９
  １０. ８

   ７. ６
   ４. ５
   ２. １
   １. ７
   ２. １
   １. ６
   １. ２
   ４. ５
   ３. ６
   ６. ７
   ７. ５

  １０. １
  １３. ０

   ９. ７
   ８. ２

  １３. ０
  １６. ９
  １３. ０
  １１. ５

   ５. ８
   ５. ５
   ５. ５
   ８. ２
   ５. ５
   ４. ５
   ６. ０

  １０. ６
   ７. ０
   ６. ０
   ６. ０

   ５. ５
   ４. ０
        
        

  １７. １
        

  １８. ９
        

  １１. ０
   ９. ２
        

   ８. ５
  １２. ２

        
        

   ４. ０
   ６. １
   ４. ６
        
        

  １４. ６
  １２. ２

        
        

  ２２. ９
  １２. ２
  １５. ２

        
  １８. ３

        
  １２. ２
  １３. ７

        
        
        
        
        

  １０. ７
   ９. １

 −１. ０
 ＋２. ０

        
        

 −３. ５
        

 −６. ５
        

 −０. ２
 −１. ６

        
 −６. ４

−１０. ５
        
        

 −２. ８
 −１. ６
 −１. ０

        
        

 −３. ５
 ＋０. ８

        
        

 −９. ９
 −１. ６
 −２. ２

        
−１２. ５

        
 −６. ７
 −５. ５

        
        
        
        
        

 −４. ７
 −３. １

　三陸沖強震及津浪に就て「験震時報 第七巻」「昭和八年三月三日 三陸沖強震及津浪報告」中央気象台より作成
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（２）明治 29 年６月 15 日の三陸津浪による被害（県別）
　　　　県別
区別　　　　 岩手県 宮城県 青森県 合　計

人

死　　者 １８, １５８ ３, ４５２ ２９９ ２１, ９０９
傷　　者 ２, ９４３ １, ２４１ ２１４ ４, ３９８
行方不明 不　詳 − ４４ ( ４４)

計 ( ２１, １０１) ４, ６９３ ５５７ ２６, ３５１

家　
屋

流　　失 ４, ８０１ ３, １２１ ６０２ ＊８, ５２６
倒　　潰 ７２６ ８５４ ２６４ １, ８４４
焼　　失 − − − −
浸　　水 １, １７５ ２, ４２６ ９３ ３, ６９４

計 ６, ７０２
外２, ５３２

６, ４０３ ９５９ １６, ５９６

船
舶

流　　失 ４, ４５３ １, １４５ １２２ ５, ７２０
破　　損 １, ００３ − ２０７ １, ２１０

其　ノ　他 家畜・堤防・橋梁・山林・農作物・道路

震災予防調査会報告第十一号による。
◆三陸津浪に依る被害調査「験震時報 第七巻」「昭和八年三月三日 三陸沖強震及津浪報告」
　中央気象台より作成

（＊印は、計算が合わない。）

（３）昭和８年３月３日の三陸津浪による被害（県別）
 　庁府県別

区別　　　　 岩手県 宮城県 青森県 北海道 福島県 山形県 合　計

人

死　　者 １, ５２２ １６９ ２２ １３ − − １, ７２６
傷　　者 ８８１ １４５ ７０ ５６ − − １, １５２
行方不明 １, １３６ １３８ ８ − − − １, ２８２

計 ３, ５３９ ４５２ １００ ６９ − − ４, １６０

家　
屋

流　　失 ３, ８５０ ９５０ ８５ ３２ − − ４, ９１７
倒　　潰 １, ５８５ ５２８ １３６ ９０ − ( ７) ２, ３４６
浸　　水 ２, ５２０ １, ５２０ １０７ １８２ − − ４, ３2 ９
焼　　失 ２４９ − − − − − ２４９

計 ８, ２０４ ２, ９９８ ３２８ ３０４ − ( ７) １１, ８４１

船
舶

流　　失 ( ５, ８６０) ９４８ ３１４ １７８ ３ − ７, ３０３
破　　損 破損ヲ含ム ４２５ ３１７ １５８ １０ − ９１０

其　ノ　他
農作家畜山林等 船具漁具等 堤防決

潰乾魚
流失

醸造酒溢出
( ２３. ８石 )

損害見積額
（単位百円） ( １０８, ７７７) １３, ０６８ ２, ４２４ ２, ４７１ ８ ( ２３) １２６, ７７０

表中括弧を附したものは内務省警保局の調査によるもの。
◆三陸津浪に依る被害調査「験震時報 第七巻」「昭和八年三月三日 三陸沖強震及津浪報告」中央気象台より作成
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（４）明治 29 年三陸地震津波　岩手県管内海嘯被害表
総人口 死　亡 負　傷 総戸数 流失家屋 半壊家屋

気　
仙　
郡

気 仙 村 3,651 23 10 569 35 16 
高 田 村 3,489 3 未詳 616 未詳 未詳
米 崎 村 3,460 12 2 350 11 50 
小 友 村 2,519 260 14 381 70 5 
広 田 村 3,102 500 11 469 163 未詳
末 崎 村 2,965 606 30 400 191 未詳
大船渡村 2,304 780 35 306 105 30 
赤 崎 村 2,985 448 68 389 172 未詳
綾 里 村 2,803 1,458 59 451 285 100 
越喜来村 2,449 411 60 322 113 124 
吉 浜 村 1,075 215 9 133 32 33 
唐 丹 村 2,807 2,100 20 474 341 3 
合 計 33,609 6,816 318 4,860 1,518 361 

南
閉
伊
郡

釜 石 町 6,557 4,700 500 1,223 1,080 未詳
鵜住居村 3,147 1,069 190 511 350 未詳
大 槌 町 6,555 900 724 1,192 369 未詳
合 計 16,259 6,669 1,414 2,926 1,799 未詳

東
閉
伊
郡

船 越 村 2,295 1,327 701 474 371 1 
織 笠 村 1,800 67 50 303 105 25 
山 田 町 3,746 1,040 150 782 359 250 
大 沢 村 1,036 550 59 199 196 未詳
重 茂 村 1,493 700 33 236 159 未詳
津軽石村 2,618 3 1 434 8 未詳
磯 鶏 村 1,996 90 54 365 109 未詳
鍬ヶ崎町 3,459 100 33 701 300 50 
宮 古 町 5,157 12 未詳 993 20 未詳
崎 山 村 981 160 12 155 45 9 
田 老 村 3,747 2,655 277 666 130 未詳
合 計 28,328 6,704 1,370 5,308 1,802 335 

北
閉
伊
郡

小 本 村 2,090 367 257 386 156 147 
田野畑村 3,025 303 15 465 47 42 
普 代 村 2,038 1,010 153 330 95 49 
合 計 7,153 1,680 425 1,181 298 238 

「明治二十九年地震報告」中央気象台より作成
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（５）昭和８年３月３日の三陸津浪による被害（岩手県）
町村名 部落名 死者 行衛

不明 傷者 計 流失 全壊 半壊 床上
浸水

床下
浸水 焼失 計 戸数 人口 備考

気仙郡
広田村

長洞
中央
喜多
根岬
中沢浜
泊
大陽

3
−
6
2
2
7

−

1
2
4

15
1
2

−

−
5

−
2
1
6

−

4
7

10
19
4

15
−

7
14
14
23
13
42
4

−
7

−
−
5
3

−

1
3

−
1

−
−
−

−
1

−
−
3
1

−

−
7

−
−
−
2

−

−
−
−
−
−
−
−

8
32
14
24
21
48
4

75
88
96
75
79

114
56

587
623
842
622
595
752
512

流失戸
数は住
家のみ
記入　

石浜を
含む　

戸数人
口は調
査中　

部落別
被害不
明　　

他に他
町村の
もの死
１名行
不２名

広田村 小　計 20 25 14 59 117 15 5 5 9 − 151 583 4,533

気仙郡
小友村

只出
三日市
両替
矢浦
塩谷
森崎
瀬沢

8
−
−
−
−
−
−

10
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
2

18
−
−
−
−
−
2

30
1
1

−
−
−
−

１
−
4
1

−
−
−

2
3
5
1

−
−
−

2
26
18
−
2
1

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

35
30
28
2
2
1

−

35
30
27
2
2
1
2

224
165
164
21
5
3

19
小友村 小　計 8 10 2 20 32 6 11 49 − − 98 99 601

気仙郡
末崎村

船河原
峯岸
細浦
中野
小細浦
小河原
門之浜
泊里

13
2
1
4

−
−
−
9

5
−
−
1
1

−
−
3

9
6
2
3
3
1
1
1

27
8
3
8
4
1
1

13

8
42
31
34
12
1
8

20

−
−
−
−
−
−
−
−

1
5
1
1
1

−
−
9

−
8
1
1
2

−
4

13

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

9
55
33
36
15
1

12
42

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

末崎村 小　計 29 10 26 65 156 − 18 29 − − 203 − −

気仙郡
気仙村

要谷
福伏
双六
湊

−
−
−
31

−
−
−
1

−
−
−
18

−
−
−
50

−
−
−
49

−
−
1

−

5
−
2
6

1
−
3
7

−
1
3

−

−
−
−
−

6
1
9

62

6
1
9

62

51
8

71
424

気仙村 小　計 31 1 18 50 49 1 13 11 4 − 78 78 554
高田町 高田松原 3 − 2 5 3 1 − − − − 4 4 9
米崎村 8 − 8 16 − (18) (14) − − 32 − −

気仙郡
大船渡町

下船渡
平
永井沢
笹ヶ崎
川原
茶屋
赤沢

−
2

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

1
8
1
6
2
8

−

1
10
1
6
2
8

−

−
1

−
−
−
1

−

6
8

−
−
−
6
1

8
1
8
1
2
7
4

30
35
9
9

16
64
12

10
14
4

−
4
2
3

−
−
−
−
−
−
−

54
59
21
10
22
80
20

54
59
25
10
22
80
20

264
374
121
63
69

503
129

大船渡町 小　計 2 − 26 28 2 21 31 175 37 − 266 266 1,523

気仙郡
赤崎村

宿
生形
山口
永浜
清水
上蛸浦
下蛸浦
長崎
合足

−
3

−
10
16
13
19
−
20

−
−
−
5
5

−
1

−
8

3
5
2
7
5

35
35
−
3

3
8
2

22
26
48
55
−
31

26
7
4

12
12
12
9
2
8

1
3
3

10
2
1
7

−
−

1
3
3

11
2
3
8

−
−

5
6
7
7
6
4
6
3
1

−
7
2

−
3
3

−
−
2

−
−
−
−
−
−
−
−
−

33
26
19
40
25
23
30
5

11

33
26
19
40
25
23
30
5

11

194
177
179
272
120
156
201
35
55

赤崎村 小　計 81 19 95 195 92 27 31 45 17 − 212 212 1,389

気仙郡
綾里村

田浜
石浜
港下
港上
岩崎
野々前
白浜
砂子浜
小石浜

1
7

38
24
1

−
18
1
4

1
2

18
9

−
1

48
1
4

−
6
1

−
−
−
12
−
−

２
15
57
33
1

１
78
2
8

30
26
59
58
18
6

32
2

12

−
−
−
−
−
−
−
−
1

1
1

−
−
1

−
2

−
−

4
2

−
−
6

−
−
−
−

2
−
−
−
6

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

37
29
59
58
31
6

34
2

13

51
46
60
58
62
46
42
16
29

339
307
303
314
369
337
312
156
203

綾里村 小　計 94 84 19 197 243 1 5 12 8 − 269 410 2,640
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町村名 部落名 死者 行衛
不明 傷者 計 流失 全壊 半壊 床上

浸水
床下
浸水 焼失 計 戸数 人口 備考

気仙郡
越喜来村

崎浜
浦浜
泊
甫嶺

31
19
−
6

19
8
1
3

20
9

−
5

70
36
1

14

26
49
16
21

6
7
4
9

5
5
5

−

7
3
3
2

3
2
1
1

−
−
−
−

47
66
29
33

165
197
57
94

1,120
1,139

381
550

越喜来村 小　計 57 30 34 121 112 26 15 15 7 − 175 513 3,190
気仙郡
吉浜村

本郷
根白

3
−

14
−

1
−

18
−

9
1

4
−

1
−

4
−

1
−

−
−

19
1

164
69

959
471

吉浜村 小　計 3 14 1 18 10 4 1 4 1 − 20 233 1,430

気仙郡
唐丹村

花露辺
本郷
小白浜
片岸
荒川
大石
山谷

4
209

4
5
4

−
−

6
117

3
1
7

−
−

12
21
4
5
4

−
−

22
347
＊13

＊6
＊11

−
1

9
100
96
28
7

−
−

2
1
2
2
2

−
−

2
−
6
1

−
−
−

5
−
1

−
1
1

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

18
101
105
31
10
1

−

66
101
160
48
71
78
25

403
620
958
301
447
490
161

唐丹村 小　計 226 134 ＊40 ＊400 240 9 9 8 − − 266 549 3,380

上閉伊郡
釜石町

只越
大渡
場所
仲町
東前
松原
嬉石
平田

15
−
−
1

−
−
2
4

8
−
−
−
−
−
−
6

40
16
21
11
14
9
8
7

63
16
21
12
14
9

10
17

52
5

−
1

−
1

42
11

42
3

11
14
16
51
35
17

29
2

31
76
83
64
84
40

125
214
10
37
24
18
5

27

187
214

3
55
36
26
7

36

114
−

132
−
−
3

−
−

549
438
187
183
159
163
173
131

932
898
206
280
255
203
207
189

5,592
3,788
1,236
1,680
1,530
1,218
1,242
1,134

人口は
調査中

行方不
明は死
亡と見
なす　

釜石町 小　計 22 14 126 162 112 189 409 460 564 249 1,983 3,170 17,420

上閉伊郡
鵜住居村

両石
水海
箱崎
桑浜
白浜
根浜
片岸
室浜

2
−
−
−
−
−
−
1

1
−
−
−
−
−
−
3

6
−
1

−
−
−
1
7

9
−
1

−
−
−
1

11

86
2
7
4
1
3

20
9

−
1
3
2

−
1
3
3

2
−
6

−
−
4
5
3

2
2
4

−
−
−
10
8

1
1

13
−
−
3
1
6

−
−
−
−
−
−
−
−

91
6

33
6
1

11
39
29

92
14
95
15
52
16
52
52

−
−
−
−
−
−
−
−

鵜住居村 小　計 3 4 15 22 132 13 20 26 25 − 216 388 −

上閉伊郡
大槌町

小槌
安渡
吉里吉里

29
22
10

−
−
−

42
32
25

71
54
35

193
98

104

31
42
15

98
39
13

166
21
18

73
18
20

−
−
−

561
218
170

101
311
458

−
1,859
2,885

大槌町 小　計 61 − 99 160 395 88 150 205 111 − 949 870 ＊11,250

下閉伊郡
船越村

船越
田ノ浜
大浦

3
1

−

−
1

−

3
2

−

6
4

−

23
183

5

−
−
−

1
2

14

−
11
16

−
−
−

−
−
−

24
196
35

164
223
179

1,025
1,471
1,267

人口は
調査中

外に非
住家流
失倒潰
120 浸
水15あ
り　　

船越村 小　計 4 1 5 10 211 − 17 27 − − 255 566 3,763

下閉伊郡
織笠村

細浦
跡浜
織笠

−
−
−

3
2
1

−
−
−

3
2
1

1
−
−

−
−
−

−
3
7

−
19
41

−
−
−

−
−
−

1
22
48

6
63

165

−
−
−

織笠村 小　計 − 6 − 6 1 − 10 60 − − 71 234 −

下閉伊郡
山田町

境田
川向
南町
八幡
中町
三日町
荒浜木
釜谷洞

3
3

−
−
1

−
−
−

−
−
−
−
−
−
1

−

9
8
6

−
2

−
1

−

12
11
6

−
3

−
2

−

64
136
52
−
6
5

−
3

−
−
−
−
−
−
−
−

4
37
7

−
3
3

−
5

9
24
13
−
4
1
2
9

6
1

33
32
12
9

11
77

−
−
−
−
−
−
−
−

83
198
105
32
25
18
13
94

83
198
128
32
25
18
13
94

498
1,221

738
175
170
97
85

178
山田町 小　計 7 1 26 34 266 ─ 59 62 181 − 568 591 3,162
大沢村 大沢 1 − − 1 58 15 35 34 10 − 152 217 1,385

下閉伊郡
重茂村

里
音部
姉吉
千鶏

16
6

13
−

31
7

76
10

8
−
1

−

55
13
90
10

27
2

15
2

1
4

−
−

−
−
−
−

4
1

−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

32
7

15
2

−
−
−
−

−
−
−
−
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町村名 部落名 死者 行衛
不明 傷者 計 流失 全壊 半壊 床上

浸水
床下
浸水 焼失 計 戸数 人口 備考

下閉伊郡
重茂村

石浜
川代
荒巻
鵜磯
仲組
追切

−
2

−
−
−
−

7
2

−
−
2
2

1
−
−
−
−
−

8
4

−
−
2
2

1
1

−
2

−
−

1
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

1
−
−
−
−
1

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

3
1

−
2

−
1

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

人口戸
数ハ調
査中　
外に納
屋附属
建物　
209 棟
流失　

死亡人
数は一
時的居
住者を
含む　

重茂村 小　計 37 137 10 184 50 6 − 7 − − 63 − −
下閉伊郡
津軽石村

津軽石
赤前

2
−

−
1

−
−

2
1

−
3

−
−

3
3

2
6

−
−

−
−

5
12

358
159

2,219
985

津軽石村 小　計 2 1 − 3 3 − 6 8 − − 17 517 3,204

下閉伊郡
磯鶏村

磯鶏
高浜
金浜
白浜
太田浜

−
4

−
−
−

−
−
−
−
−

3
3

−
−
−

3
7

−
−
−

4
2
1

−
−

−
4

−
−
−

5
20
4

−
−

1
12
1
1
1

18
12
3

−
−

−
−
−
−
−

28
50
9
1
1

127
97
51
38
2

915
698
367
273
14

磯鶏村 小　計 4 − 6 10 7 4 29 16 33 − 89 315 2,267
下閉伊郡
宮古町

宮古
鍬ヶ崎

17
15

4
9

3
2

24
26

3
1

4
10

4
10

21
63

11
9

−
−

43
93

2,210
1,210

11,955
6,171

宮古町 小　計 32 13 5 50 4 14 14 ＊86 20 − 136 3,220 18,126

下閉伊郡
崎山村

日出島
宿
女遊戸

−
−
−

−
−
−

−
1

−

−
1

−

−
1

−

−
−
−

−
1

−

−
−
−

1
−
1

−
−
−

1
2
1

9
4

24

70
39

188
崎山村 小　計 − − 1 1 1 − 1 − 2 − 4 37 297

下閉伊郡
田老村

田老
樫内
荒谷
青砂里
野原
小港
摂待

471
7

25
28
31
6
6

292
−
4
8

20
2
1

118
−
2
2

−
−
−

881
7

31
38
51
8
7

358
2

63
46
27
2
2

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
1

−
−
4

−
−
1
1

−
−
−
−
−
−
2

−
−
−
−
−
−
−

358
2

67
46
27
3
6

362
24
67
46
27
3

30

1,798
12

455
276
162
28
42

田老村 小　計 574 327 122 1,023 500 − 1 6 2 − 509 559 2,773

下閉伊郡
小本村

小成
茂師
小本
中野

1
27

115
−

−
10
3

−

−
6

26
−

1
43

144
−

4
12
77
−

−
−
2
2

−
−
1

−

−
−
−
−

6
−
29
15

−
−
−
−

10
12

109
17

23
36

145
86

134
234
792
440

小本村 小　計 143 13 32 188 93 4 1 − 50 − 148 290 1,600

下閉伊郡
田野畑村

明戸
羅賀
和野
島越
田野畑
切牛

3
33
−
10
−
1

1
26
−
8
1

−

1
8

−
2

−
−

5
67
−
20
1
1

1
72
3

51
−
−

−
1

−
3

−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

1
73
3

54
−
−

28
109
22
95
18
32

184
551
164
554
140
171

田野畑村 小　計 47 36 11 94 127 4 − − − − 131 304 1,764

下閉伊郡
普代村

普代
太田名部
堀内
黒崎

6
21
1

−

23
78
6
2

33
45
3

−

62
144
10
2

32
43
4

−

−
−
−
−

6
2
2

−

10
2
1

−

25
−
−
−

−
−
−
−

73
47
7

−

137
58
78
45

683
255
321
178

普代村 小　計 28 109 81 218 79 − 10 13 25 − 127 318 1,437

九戸郡
野田村

下安家
広内
米田
前浜
新山

−
−
−
4
2

−
−
−
2

−

2
−
−
6

−

2
−
−
12
2

4
3
3

38
5

2
−
1
5
1

1
−
1
7

−

7
−
5

30
1

5
−
2
8
2

−
−
−
−
−

19
3

12
88
9

6
3
4

43
6

34
8

20
238
26

玉川被害
なし　　
外に倉庫
48 棟納
屋 23 棟
其他 122
棟　　　

戸数人口
は調査中

二子部落
罹災者は
全部他村
のもの

野田村 小　計 6 2 8 16 53 9 9 43 17 − 131 62 326
九戸郡
宇部村

久喜
小袖

−
1

1
4

−
−

1
5

2
3

−
−

4
1

−
−

2
−

−
−

8
4

−
−

−
−

宇部村 小　計 1 5 − 6 5 − 5 − 2 − 12 − −

九戸郡
長内村

大尻
二子
長内

5
−
2

3
−
−

4
−
1

12
−
3

6
20
9

−
−
1

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

6
20
10

38
20

102

226
117
558

長内村 小　計 7 3 5 15 35 1 − − − − 36 160 901
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町村名 部落名 死者 行衛
不明 傷者 計 流失 全壊 半壊 床上

浸水
床下
浸水 焼失 計 戸数 人口 備考

九戸郡
久慈町

久慈港
源道
上門前
久慈町

−
−
−
−

−
−
−
−

1
−
−
−

1
−
−
−

35
33
4
2

−
−
−
−

1
−
−
−

1
−
−
−

9
−
−
−

−
−
−
−

46
33
4
2

35
−
−
−

242
−
−
−

他に漁
業用納
屋47棟
船小屋
81棟船
揚場破
損　　

久慈町 小　計 − − 1 1 74 − 1 1 9 − 85 − −
九戸郡
夏井村

閉伊口
大崎

−
1

−
−

1
6

1
7

1
−

−
1

−
−

2
7

−
−

−
−

3
8

73
55

399
288

夏井村 小　計 1 − 7 8 1 1 − 9 − − 11 128 687

九戸郡
侍浜村

横沼
桑畑
麦生

−
−
2

2
−
−

1
1

−

3
1
2

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−

侍浜村 小　計 2 2 2 6 − − − − − − − − −

九戸郡
中野村

中野
有家
小子内

−
−
3

−
2
1

−
−
1

−
2
5

1
−
2

−
−
−

−
−
3

−
−
−

−
−
1

−
−
−

1
−
6

205
117
98

1,385
827
683

中野村 小　計 3 3 1 7 3 − 3 − 1 − 7 420 2,895

九戸郡
種市村

八木
大浜
川尻

45
22
−

34
−
−

35
4

−

114
26
−

37
8
8

−
−
−

4
−
3

−
−
−

3
1
2

−
−
−

44
9

13

98
22
99

487
132
490

種市村 小　計 67 34 39 140 53 − 7 − 6 − 66 219 1,109
総　計 1,522 1,136 881 3,539 3,850 1,585 2,520 249 8,204

盛岡測候所報告による。
◆三陸津浪に依る被害調査「験震時報 第七巻」「昭和八年三月三日 三陸沖強震及津浪報告」中央気象台より作成

（＊印は、計算が合わない。）
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(6) 津波浸水高表（Ｔ . Ｐ . 上＊）

地　　名 湾　　名 明治 29 年 昭和８年 昭和 35 年
チリ地震津波 摘　　要

八 木 八 木 港 18.3 7.2 3.1 偏　　平
久 慈 湊 久 慈 湾 ― 8.7 4.5 大きなＵ字形
野 田 野 田 湾 20.0 15.6 4.4 偏　　平
普 代 普 代 湾 ― 16.9 4.3 小さいＵ字形 ( 偏平 )
小 本 11.8 13.4 4.1 小さいＵ字形 ( 偏平 )
田 老 14.6 6.4 4.3 小さいＵ字形
宮 古 宮 古 湾 9.1 8.2 2.0 大きい湾
金 浜 宮 古 湾 6.3 3.5 5.6 大きい湾
姉 吉 山 田 湾 湾 口 18.8 14.0 3.0 小さいＶ字形
大 沢 山 田 湾 3.9 4.4 4.0 大きい湾
山 田 山 田 湾 5.5 4.2 3.3 大きい湾
大 槌 大 槌 湾 4.2 3.4 4.0 大きい湾
両 石 両 石 湾 11.7 9.5 3.5 Ｖ 字 形
釜 石 釜 石 湾 6.0 4.4 3.0 ２重Ｖ字形
本 郷 唐 丹 湾 15.3 9.9 ― 小さいＶ字形
小 白 浜 唐 丹 湾 17.3 12.1 3.0 Ｖ 字 形
吉 浜 吉 浜 湾 26.3 14.6 4.8 Ｖ 字 形
越 喜 来 越 喜 来 湾 11.3 6.3 3.4 Ｖ 字 形
白 浜 綾 里 湾 38.2 29.3 4.9 Ｖ 字 形
大 船 渡 大 船 渡 湾 5.8 3.1 4.4 大きい湾
細 浦 大 船 渡 湾 5.8 3.8 2.7 大きい湾
沼 田 広 田 湾 ― 3.5 5.4 大きい湾
長 部 広 田 湾 4.6 3.6 5.2 大きい湾
只 越 広 田 湾 10.5 8.5 4.6 大きい湾

「岩手県災害関係行政資料Ⅰ」より作成
＊Ｔ . Ｐ . …  東京湾平均海面のこと。各観測点の観測基準面 ( Ｄ . Ｌ .) から測った潮位にＤ . Ｌ . の標高 ( 通常マイ

ナスの値 ) を加えることで、Ｔ . Ｐ .( 標高０㍍ ) から測った潮位に変換することができる。
　　　　　　Ｄ . Ｌ . から測った潮位＋Ｄ . Ｌ . の標高＝Ｔ . Ｐ . から測った潮位
　　　　　　（気象庁技術報告第 133 号より）
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(7)　チリ地震津波による市町村別被害
　　 区分
市　　 → 
町 
村
名↓

建物関係 土木関係 耕　地 
関　係

農林畜産 
関　　係 水産関係 商 工 鉱 

関　　係
教育施 
設関係

公用及び 
公共施設 
関　　係

公営企 
業等施 
設関係

合　計

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

陸前高田市 432,630 668,700 441,417 132,184 835,250 51,395 450 7,760 260 2,570,046
大船渡市 1,149,900 295,974 86,575 156,763 332,823 2,157,482 6,234 4,678 1,200 4,191,629
釜 石 市 185,210 113,067 14,222 79,080 236,225 170,227 783 128 798,935
宮 古 市 272,400 265,610 73,732 73,098 273,769 51,227 22,875 1,543 1,034,254
久 慈 市 7,310 3,740 18,118 27,897 2,526 808 60,399
大 槌 町 364,330 49,200 3,993 47,579 338,277 156,840 2,960 70 963,199
山 田 町 489,310 41,500 43,558 41,237 485,121 191,378 230 800 1,293,134
田 老 町 6,054 896 6,950
岩 泉 町 12,403 569 12,972
種 市 町 3,070 59,200 5,143 31,519 100 99,032
三 陸 町 700 3,200 2,250 17,704 41,561 65,415
田野畑村 323 1,881 21,287 23,491
普 代 村 5,610 400 1,701 15,078 22,789
野 田 村 18,200 65,164 9,613 17,217 110,194
そ の 他 261,500 261,590

計 2,923,060 1,505,794 731,634 602,558 2,657,439 2,781,075 31,150 278,899 2,330 11,513,939

「岩手県災害関係行政資料Ⅰ」より作成

(8) チリ地震津波による人的被害（岩手県）
　　　　　区分→
市町村名↓ 罹災者総数 罹災世帯数 死　者 行方不明 負　　傷 合　計重　傷 軽　傷

陸 前 高 田 市 3,688 683 7 人 1 人 1 人 1 人 9 人

大 船 渡 市 7,466 1,480 50　 3　 27　 275　 355　

釜 石 市 6,524 1,351

宮 古 市 3,797 740 1　 1　

久 慈 市 192 40 1　 1　

大 槌 町 6,542 1,251 1　 1　 2　

山 田 町 7,461 1,383 1　 1　 2　

種 市 町 64 16

三 陸 村 55 10

野 田 村 132 20

計 35,921 6,974 57　 5　 31　 277　 370　

「岩手県災害関係行政資料Ⅰ」より作成
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(9)　チリ地震津波による家屋被害①
区
分
↑

　
　
　

　
　
　
　
　
→

　
　
市
町
村
名

住　　　家　　　の　　　被　　　害

全　壊 流　失 半　壊 浸　水
床　上

戸数 人員 被害額 戸数 人員 被害額 戸数 人員 被害額 戸数 人員 被害額
千円 千円 千円 千円

陸 前 高 田 市 71 346 106,500 90 563 162,000 143 788 85,800 199 1,155 29,850

大 船 渡 市 214 1,153 321,000 218 1,153 392,400 567 3,134 340,200 257 1,416 38,550

釜 石 市 17 83 25,000 11 50 19,800 25 111 15,000 768 3,773 115,200

宮 古 市 36 201 54,000 76 407 136,800 70 407 42,000 213 1,082 31,950

久 慈 市 1 4 1,500 4 20 2,400 4 22 600

大 槌 町 38 186 57,000 44 221 79,200 189 1,305 113,400 637 2,993 95,550

山 田 町 88 415 132,000 48 239 86,400 210 1,111 126,000 911 5,021 136,650

種 市 町 1 3 1,800 1 5 150

三 陸 村

野 田 村 9 58 16,200 1 8 600

計 465 2,388 697,500 497 2,694 894,600 1,209 6,884 725,400 2,990 15,467 448,500

(9)　チリ地震津波による家屋被害②
　　　　　区
　　　　　分
市　　　　→
町
村
名↓

住　家　の　被　害 非住家の被害 合　　計浸　　水 計床　　下
戸数 被害額

千円
戸数 被害額

千円
戸数 人員 被害額

千円
戸数 人員 被害額

千円

陸前高田市 67 403 670 570 3,255 384,820 683 47,810 693 432,660

大 船 渡 市 105 610 1,050 1,361 7,466 1,093,200 810 56,700 1,361 1,149,900

釜 石 市 530 2,507 5,300 1,351 6,524 180,800 63 4,410 1,351 185,210

宮 古 市 345 1,700 3,450 740 3,797 269,200 60 4,200 740 272,400

久 慈 市 1 2 10 10 48 4,510 40 2,800 40 7,310

大 槌 町 343 1,837 3,430 1,251 6,542 348,580 225 15,750 1,251 364,330

山 田 町 126 675 1,260 1,383 7,461 482,310 100 7,000 1,383 489,310

種 市 町 2 8 1,950 16 1,120 16 3,070

三 陸 村 10 700 10 700

野 田 村 10 66 16,800 20 1,400 20 18,200

計 1,517 7,734 15,170 6,678 35,167 2,781,170 2,027 141,890 6,855 2,923,060

「岩手県災害関係行政資料Ⅰ」より作成
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宮
古
市
東
日
本
大
震
災
記
録
編
集
委
員
会

（
編
集
委
員
）

氏　
　
　
　
名

研 

究 

機 

関 

・ 

役 

職

委　
員　
長

神 

田   

よ 

り 

子

敬
和
学
園
大
学　
人
文
学
部
教
授

副 

委 

員 

長

南　
　
　
正　
昭

岩
手
大
学　
工
学
部
教
授

委　
　
　
員

小　
川　
直　
之

國
學
院
大
學　
文
学
部
教
授

〃

平　
井　
　
　
寛

岩
手
大
学　
工
学
部
准
教
授

〃

岸　
　
　
昌　
一

前
宮
古
市
史
編
さ
ん
室
長

（
事
務
局
）

氏　
　
　
　
名

所 
属 

・ 

役 

職

坂　
下　
　
　
昇

総
務
企
画
部
長
（
24
～
25
年
度
）

佐　
藤　
廣　
昭

教
育
部
長
（
24
～
25
年
度
）、
総
務
企
画
部
長
（
26
年
度
～
）

熊　
谷　
立　
行

教
育
部
長
（
26
年
度
～
）

山　
崎　
政　
典

総
務
企
画
部　
企
画
課
長

竹　
下　
將　
男

教
育
委
員
会　
文
化
課
長

三　
河　
　
　
浩

企
画
課　
広
報
担
当　
主
査
（
24
年
度
）

田　
中　
富
士
春

　

 　
　

 

〃 　
　
　
　
主
査
（
25
年
度
～
）

川　
内　
義　
昭

　
　

 　

 

〃 　
　
　
　
主
査 

假　
屋　
雄
一
郎

教
育
委
員
会　
文
化
課　
市
史
編
さ
ん
室　
主
査
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