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「
津
波
の
と
き
は
一
刻
も
早
く
高
台
に
。
命
は
て
ん
で
ん
こ
な
の
す
」

田
老
の
田
中
地
区
に
住
む
田
畑
ヨ
シ
さ
ん
は
、
昭
和
三
陸
地
震
津
波
を
体
験
し
た
一
人
。

自
作
の
紙
芝
居
「
つ
な
み
」
を
読
み
聞
か
せ
、
歴
史
を
次
世
代
に
語
り
継
い
で
い
る
。
当
時

の
様
子
を
語
る
田
畑
さ
ん
は
、
普
段
の
温
厚
な
表
情
か
ら
一
変
、
厳
し
い
眼
差
し
と
な
る
。

（
関
連
記
事
＝
特
集
・
自
主
防
災
力
で
守
る
命
／
２
〜
25
㌻
）



昭
和
三
陸
地
震
津
波
の
悲
劇
か
ら
77
年
。

チ
リ
地
震
津
波
の
惨
事
か
ら
半
世
紀
。

忘
れ
て
は
い
け
な
い
過
去
。

風
化
さ
せ
て
は
い
け
な
い
記
憶
。

そ
し
て
、
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
歴
史
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
伝
え
る
人
が
い
る
。

備
え
、
取
り
組
む
人
が
い
る
。

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
。

事
実
を
知
り
、
未あ

し
た来

に
生
か
す
こ
と
。

悲
劇
は
、
二
度
と
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
。

昭和三陸地震津波後のまちの姿（昭和８年３月３日、当時の田老村）
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津
波
の
歴
史
を
知
る

三
陸
を
襲
っ
た
数
々
の
津
波

　

津
波
常
襲
地

　

三
陸
沿
岸
は
過
去
に
幾
度
と
な

く
津
波
に
襲
わ
れ
﹆
そ
の
た
び
に

大
き
な
被
害
を
受
け
て
き
た
。

　

特
に
も
﹆
明
治
三
陸
地
震
津
波

と
昭
和
三
陸
地
震
津
波
に
よ
る
被

害
は
甚
大
で
﹆
三
陸
沿
岸
は
﹁
津

波
常
襲
地
﹂
と
も
い
わ
れ
た
。

　　

明
治
三
陸
地
震
津
波

　

明
治
三
陸
地
震
津
波
は
﹆
明
治

29
年
６
月
15
日
午
後
８
時
ご
ろ
発

生
し
た
。

　

こ
の
日
は
旧
暦
の
端
午
の
節
句

︵
５
月
５
日
︶
に
あ
た
り
﹆
各
地

で
節
句
が
祝
わ
れ
た
夜
だ
っ
た
。

午
後
７
時
30
分
ご
ろ
か
ら
数
回
の

地
震
︵
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
8.5
︶
が

あ
り
﹆
８
時
に
は
空
を
覆
う
ほ
ど

の
大
津
波
が
襲
っ
て
い
た
と
い

う
。

　

波
高
10
ⅿ
を
超
え
る
﹆
史
上
ま

れ
に
み
る
こ
の
大
津
波
は
﹆
県
内

で
２
万
１
千
人
を
超
え
る
死
者
を

も
た
ら
し
た
。
震
源
が
近
海
で
夜

間
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
被
害
の

要
因
と
な
っ
た
。

　

大
船
渡
市
綾り

ょ
う
り里

に
は
﹆
38
・
２

ⅿ
も
津
波
が
駆
け
上
が
っ
た
と
の

記
録
が
残
っ
て
い
る
。

　

下
閉
伊
郡
で
最
も
被
害
が
大
き

か
っ
た
の
は
当
時
の
田
老
村
だ
っ

た
。
津
波
の
高
さ
は
14
・
６
ⅿ
を

記
録
し
﹆
海
浜
に
約
100
本
あ
っ
た

松
の
大
木
が
根
こ
そ
ぎ
倒
さ
れ
﹆

山
腹
に
は
多
く
の
漁
船
が
打
ち
上

げ
ら
れ
た
。　

　

死
者
の
数
は
磯
鶏
村
３
人
﹆
宮

古
町
12
人
﹆
鍬
ヶ
崎
町
100
人
﹆
崎

山
村
90
人
﹆
重
茂
村
496
人
﹆
津
軽

石
村
１
０
２
８
人
﹆
田
老
村
１
８

５
９
人
に
上
り
﹆
特
に
被
害
の
大

き
か
っ
た
重
茂
村
や
津
軽
石
村
﹆

田
老
村
の
復
興
は
難
し
い
と
ま
で

言
わ
れ
た
。

　

昭
和
三
陸
地
震
津
波

　

昭
和
三
陸
地
震
津
波
は
﹆
昭
和

８
年
３
月
３
日
午
前
２
時
30
分
ご

ろ
発
生
し
た
。

　

三
陸
沖
で
発
生
し
た
地
震
︵
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
8.1
︶
は
﹆
海
底
地

震
と
し
て
は
史
上
最
大
級
の
も
の

で
﹆
沿
岸
部
で
は
震
度
５
相
当
の

揺
れ
を
記
録
。
波
高
は
宮
古
３
・

６
ⅿ
﹆
田
老
10
・
１
ⅿ
を
記
録
し

た
。　

　

震
源
が
沖
合
だ
っ
た
た
め
﹆
津

波
の
到
達
時
間
は
30
分
か
ら
40
分

後
と
な
り
﹆
再
び
寝
静
ま
っ
た
住

民
の
多
く
が
波
に
飲
み
込
ま
れ
た

と
い
う
。

　

こ
の
津
波
に
よ
る
県
内
の
死

者
・
行
方
不
明
者
は
２
６
０
０
人

を
超
え
た
。
最
大
の
被
災
地
と

な
っ
た
田
老
村
で
は
﹆
家
屋
428
軒

が
流
失
﹆
死
者
・
行
方
不
明
者
は

明治三陸地震津波（明治29年６月15日）鍬ヶ崎地区

時
に
、
海
は
恐
ろ
し
い—

。

わ
た
し
た
ち
に
多
く
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
、
青
く
澄
ん
で
美
し
く
豊
か
な
海
。

し
か
し
、
海
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
命
や
財
産
を
一
瞬
に
し
て
奪
う
存
在
で
も
あ
っ
た
。

時
に
、
海
は
恐
ろ
し
い—
。
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911
人
に
上
っ
た
。
ま
た
重
茂
村
175

人
﹆
津
軽
石
村
２
人
﹆
磯
鶏
村
４

人
﹆
宮
古
町
︵
鍬
ヶ
崎
を
含
む
︶

２
人
の
死
者
・
行
方
不
明
者
を
そ

れ
ぞ
れ
記
録
し
た
。

　

チ
リ
地
震
津
波

　

チ
リ
地
震
津
波
は
昭
和
35
年
５

月
24
日
午
前
４
時
10
分
に
三
陸
沿

岸
に
襲
来
し
た
。
日
本
の
裏
側
﹆

南
米
チ
リ
で
発
生
し
た
地
震
︵
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9.5
︶
に
よ
る
津
波

が
22
時
間
30
分
と
い
う
長
い
時
間

を
か
け
て
到
達
し
た
も
の
だ
っ

た
。

　

明
治
﹆
昭
和
と
被
災
し
た
田
老

で
は
﹆
わ
ず
か
な
漁
船
の
流
失
の

み
で
人
的
被
害
は
免
れ
た
が
﹆
金

浜
﹆
高
浜
﹆
津
軽
石
な
ど
で
４
ⅿ

を
超
え
る
津
波
に
よ
り
家
屋
が
流

失
﹆
850
人
以
上
が
被
災
し
た
。

　　

十
勝
沖
地
震
津
波

　

十
勝
沖
地
震
津
波
は
昭
和
43
年

５
月
16
日
午
前
９
時
48
分
に
発
生

し
た
。宮
古
で
は
震
度
４
を
記
録
。

波
高
は
２
ⅿ
あ
ま
り
で
﹆
旧
宮
古

市
で
は
﹆
養
殖
施
設
を
中
心
に
水

産
関
係
で
３
億
円
を
超
え
る
被
害

が
で
た
。

　

こ
の
と
き
三
陸
沿
岸
各
地
に
は

防
潮
堤
が
整
備
さ
れ
て
お
り
﹆
こ

れ
ま
で
の
よ
う
な
人
的
被
害
が
な

か
っ
た
の
は
幸
い
だ
っ
た
。

昭和三陸地震津波（昭和８年３月３日）田老地区

昭 和
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チリ地震津波（昭和35年５月24日）高浜地区

チリ地震津波（昭和35年５月24日）津軽石・法の脇地区

十勝沖地震津波（昭和43年５月16日）田老漁港

昭和三陸地震津波（昭和８年３月３日）田老地区



悲
劇
を
伝
え
る
２
枚
の
写
真

おひなさまの日の朝、一瞬にしてまちは消え、　　　　大切な人を失った…

　

昭
和
８
年
３
月
３
日　

　

明
治
29
年
の
大
津
波
か
ら
37
年
の
年
月

が
経
っ
て
い
た
。

　

田
老
の
ま
ち
は
壊
滅
か
ら
立
ち
直
り
﹆

再
び
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
た
。

　

昭
和
８
年
３
月
３
日
。
お
ひ
な
さ
ま
の

日
の
こ
と
。

　

午
前
２
時
30
分
ご
ろ

　

い
つ
も
の
よ
う
に
静
か
な
夜
だ
っ
た
。

　

午
前
２
時
30
分
ご
ろ
。

　

い
ま
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大

き
な
揺
れ
が
ま
ち
を
襲
っ
た
。

　

強
震̶

。

　

揺
れ
は
﹆
寝
て
い
た
人
々
の
背
中
を
突

き
飛
ば
し
﹆
誰
も
が
目
を
覚
ま
し
た
。
た

ん
す
が
大
き
く
揺
れ
﹆
上
か
ら
物
が
落
ち

て
く
る
。
ゆ
が
ん
で
開
け
に
く
く
な
っ
た

戸
を
勢
い
よ
く
開
け
﹆
波
打
つ
床
か
ら
屋

外
へ
と
飛
び
出
し
た
。
隣
家
か
ら
も
同
じ

よ
う
に
人
が
飛
び
出
し
て
き
た
。
沖
の
か

な
た
で
大
砲
を
撃
つ
か
の
よ
う
な
音
が
二

度
ほ
ど
鳴
っ
た
が
﹆
気
に
留
め
る
人
は
そ

う
多
く
は
な
か
っ
た
。

　

寒
さ
の
厳
し
い
時
期
。
一
度
﹆
避
難
し

て
も
﹆
多
く
の
人
が
再
び
家
に
戻
っ
て
い

た
。

　

家
々
の
電
灯
が
と
も
り
﹆
皆
﹆
不
安
か

ら
安
心
し
た
表
情
へ
と
戻
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

最
初
の
揺
れ
か
ら
﹆
ど
の
く
ら
い
が

経
っ
た
だ
ろ
う
か
。
再
び
ま
ち
は
揺
れ
﹆

電
灯
が
消
え
﹆
辺
り
は
闇
と
化
し
た
。
少

し
し
て
揺
れ
は
収
ま
っ
た
が
﹆
こ
れ
ま
で

に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
危
機
感
に
包
ま
れ

た
。

　

忌
ま
わ
し
い
過
去
が
思
い
出
さ
れ
た
。

　
﹁
ま
た
来
る
か
も
知
れ
な
い̶

﹂

　

37
年
前
の
記
憶
を
思
い
出
す
人
﹆
親
や

祖
父
母
か
ら
聞
い
た
津
波
の
恐
怖
を
味
わ

う
の
か
と
お
び
え
る
人
﹆
念
の
た
め
に
と

海
の
様
子
を
見
に
行
く
人
﹆
高
台
へ
と
急

い
で
避
難
す
る
人
。
中
に
は
﹁
大
丈
夫
﹂

と
再
び
床
に
就
く
人
も
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

30
分
後

　

地
震
か
ら
30
分
が
過
ぎ
た
こ
ろ
。

　

沖
の
汽
船
が
警
笛
を
鳴
ら
す
。
異
変
に

気
付
い
た
人
が
叫
ん
だ
。

　
﹁
津
波
だ
ー
っ
﹆
津
波
だ
ー
っ
﹂

　

ま
ち
は
恐
怖
に
包
ま
れ
﹆
い
た
る
と
こ

昭和三陸地震津波前の田老村

体
験
談
と
写
真
記
録
か
ら

「
津
波
太
郎
」
の
異
名
を
持
つ
田
老
地
域
に
は
、
昭
和
三
陸
地
震
津
波
に
関

係
す
る
写
真
や
体
験
談
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

体
験
者
は
「
記
録
に
残
る
事
実
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
被
災
し
た
者
で

な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
恐
怖
や
悲
し
み
が
そ
こ
に
は
あ
る
」
と
い
う
。

そ
し
て
、
静
か
に
こ
う
付
け
加
え
る
。

「
も
う
二
度
と
、
誰
も
体
験
し
て
は
な
ら
な
い—

」。
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おひなさまの日の朝、一瞬にしてまちは消え、　　　　大切な人を失った…

ろ
で
悲
鳴
に
も
似
た
叫
び
声
が
上
が
っ

た
。

　

高
台
に
向
か
っ
て
一
目
散
に
逃
げ
る

人
。
は
だ
し
の
ま
ま
両
腕
に
わ
が
子
を
抱

え
て
走
る
母
親
。
足
の
不
自
由
な
老
人
を

背
負
っ
て
走
る
若
者̶

。

　

高
台
へ
と
続
く
細
道
に
は
﹆
大
勢
の
人

が
殺
到
し
て
い
た
。
ま
ち
は
混
乱
の
渦
に

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
。

　

津
波
襲
来

　

突
風
が
吹
き
﹆
す
さ
ま
じ
い
音
と
と
も

に
津
波
は
や
っ
て
き
た
。

　

第
一
波
。
津
波
は
湾
に
入
っ
て
巨
大
化

し
﹆次
々
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
飲
み
込
む
。

　

第
二
波
。
さ
ら
に
大
き
な
う
ね
り
と
な

り
﹆
町
中
を
か
き
回
す
。

　
﹁
助
け
て
く
れ
ー
﹂

　

無
惨
に
も
﹆
悲
鳴
だ
け
が
そ
こ
に
人
が

い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
悲
鳴

も
す
ぐ
に
﹆
家
々
が
砕
け
る
轟ご

う

音
に
か
き

消
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

火
災
も
起
き
て
い
る
。

　

燃
え
盛
る
倒
壊
寸
前
の
家
の
中
か
ら
聞

こ
え
る
叫
び
声
。
炎
の
中
に
飛
び
込
む
わ

れ
を
失
っ
た
人̶

。

　

高
台
へ
と
逃
れ
た
人
た
ち
は
﹆
濡ぬ

れ
て

冷
え
た
体
を
た
き
火
で
温
め
た
。
し
か
し

温
ま
る
の
は
体
だ
け
。
恐
怖
で
心
は
冷
え

切
り
﹆不
安
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

手
を
握
り
一
緒
に
逃
げ
た
は
ず
の
お
父

さ
ん
は
…
お
母
さ
ん
は
…
子
ど
も
は
…
無

事
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
切
な
人
を
思
い
﹆
悲
し
み
﹆
泣
き
叫

ん
だ
。

　

懸
命
に
救
助
に
あ
た
る
人
。
わ
ず
か
な

明
か
り
を
頼
り
に
家
族
を
捜
す
人
。
重
苦

し
い
雰
囲
気
が
﹆
あ
た
り
に
は
漂
っ
て
い

た
。

　

恐
怖
の
夜
明
け

　

や
が
て
白
々
と
夜
が
明
け
て
き
た
。

　

夜
明
け
と
と
も
に
﹆
そ
の
被
害
の
甚
大

さ
を
あ
ら
た
め
て
知
る
こ
と
に
な
る
。

　

気
が
付
く
と
﹆す
べ
て
が
消
え
て
い
た
。

　

眼
下
に
広
が
る
ま
ち
の
姿
に
﹆
人
々
は

皆
﹆
声
を
失
っ
た
。

　

ま
ち
は
荒
廃
し
﹆
数
時
間
前
ま
で
人
が

住
ん
で
い
た
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
ほ

ど
﹆
ま
ち
は
変
わ
り
果
て
て
い
た
。

　

高
台
に
避
難
し
た
人
た
ち
は
﹆
足
早
に

ま
ち
に
降
り
る
。

　

跡
形
も
な
く
な
っ
た
家
や
﹆
が
れ
き
の

ま
わ
り
で
﹆
家
族
を
捜
し
求
め
る
叫
び
声

が
こ
だ
ま
す
る
。

　
﹁
お
父
さ
ー
ん
﹆
お
母
さ
ー
ん
﹂　

　

捜
し
求
め
る
声
だ
け
が
響
き
渡
り
﹆
そ

の
声
へ
の
返
事
は
な
い
。

　

ま
ち
に
は
﹆
逃
げ
遅
れ
た
人
々
の
遺
体

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　

幼
子
を
抱
き
か
か
え
た
ま
ま
息
絶
え
た

親
子
の
姿
。
も
う
少
し
逃
げ
る
の
が
は
や

け
れ
ば
﹆
助
か
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
老
夫

婦
の
姿̶

。

　

今
日
は
﹆
お
ひ
な
さ
ま
の
日
。

　

津
波
の
後
に
残
っ
た
も
の
は
﹆　

悲
哀

と
絶
望
感
だ
け
だ
っ
た
。

津波襲来後の田老村（昭和８年３月３日）　
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「
わ
た
し
の
よ
う
な
経
験
は
、
若
い
人
に
は
し
て
欲
し
く
な
い
。
命
は
〝
て
ん
で
ん
こ
〟
な
の
す
。

自
分
の
命
を
守
れ
る
の
は
、
自
分
し
か
い
な
い
ん
だ
か
ら
ね
」。

昭
和
三
陸
地
震
津
波
を
体
験
し
た
、
田
畑
ヨ
シ
さ
ん
が
描
い
た
紙
芝
居
「
つ
な
み
」
は
、

当
時
の
歴
史
を
次
世
代
へ
語
り
継
ぐ
、
唯
一
無
二
の
貴
重
な
財
産
だ
。

津
波
を
伝
え
る

風
化
す
る
歴
史
を
語
り
継
ぐ

　

忘
れ
ら
れ
な
い
津
波
の
記
憶

　
﹁
津
波
は
恐
ろ
し
い
も
の
。
い

ざ
と
な
っ
た
ら
﹆
自
分
の
命
は
自

分
で
守
る
し
か
な
い
ん
だ
よ
﹂

　

田
畑
ヨ
シ
さ
ん
︵
田
中
・85
歳
︶

は
﹆
８
歳
の
と
き
に
昭
和
三
陸
地

震
津
波
を
体
験
し
た
。

　

津
波
の
こ
と
は
﹁
思
い
出
し
た

く
な
く
て
も
思
い
出
す
﹆
忘
れ
ら

れ
な
い
記
憶
﹂
に
な
っ
て
い
る
と

言
う
。

　

当
時
﹆
田
畑
さ
ん
は
祖
父
母
﹆

両
親
﹆兄
﹆姉
﹆妹
の
８
人
暮
ら
し
。

祖
父
は
明
治
三
陸
地
震
津
波
の
体

験
者
で
﹆
田
畑
さ
ん
は
津
波
の
恐

ろ
し
さ
を
耳
に
タ・

・コ
が
で
き
る
ほ

ど
言
い
聞
か
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
﹁
地
震
が
来
た
ら
﹆
何
も
持
た

な
く
て
い
い
か
ら
﹆
一
人
で
も
す

ぐ
に
逃
げ
る
ん
だ
。
命
は
て・

ん・

で・

ん・

こ・

だ
ぞ
﹂。

　

田
畑
さ
ん
は
こ
の
日
﹆
翌
日
に

控
え
た
お
ひ
な
さ
ま
を
楽
し
み
に

し
な
が
ら
就
寝
。
し
か
し
﹆
間
も

な
く
し
て
津
波
を
体
験
す
る
こ
と

と
な
っ
て
し
ま
う
。　

　
﹁
あ
の
と
き
﹆
祖
父
の
教
え
が

あ
っ
た
か
ら
﹆
わ
た
し
は
生
き
延

び
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
一
度

避
難
し
た
人
で
も
﹆
荷
物
を
取
り

に
戻
っ
た
人
は
﹆
二
度
と
帰
っ
て

く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
﹂。

　

祖
父
の
教
え
も
あ
り
﹆
津
波
か

ら
家
族
全
員
が
助
か
っ
た
田
畑
さ

ん
。
し
か
し
﹆
逃
げ
る
際
に
負
っ

た
け
が
の
影
響
で
三
日
後
に
母
を

亡
く
し
﹆
そ
の
４
年
後
に
は
﹆
一

家
の
生
活
を
支
え
る
た
め
必
死
で

働
い
て
い
た
兄
も
22
歳
の
若
さ
で

亡
く
な
っ
た
。

　
﹁
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
﹆

子
ど
も
な
が
ら
に
不
安
の
日
々
で

し
た
。
生
き
残
っ
た
人
た
ち
も
﹆

み
ん
な
が
つ
ら
か
っ
た
は
ず
﹂
と

当
時
を
振
り
返
る
。

　

紙
芝
居
で
語
り
継
ぐ
津
波

　

昭
和
54
年
﹆
津
波
の
恐
ろ
し
さ

を
孫
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
﹆
自
身

の
体
験
を
も
と
に
し
た
紙
芝
居

﹁
つ
な
み
﹂
を
作
っ
た
。

　
﹁
自
分
の
体
験
を
﹆
こ
れ
か
ら

の
人
た
ち
に
は
経
験
し
て
欲
し
く

な
い
﹂
と
の
強
い
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
た
。

　

や
が
て
﹆
紙
芝
居
は
人
々
の
目

に
と
ま
り
﹆
地
域
の
子
ど
も
た
ち

だ
け
で
な
く
﹆
県
内
や
東
京
都
か

ら
の
修
学
旅
行
生
な
ど
に
も
読
み

聞
か
せ
を
行
う
ま
で
に
な
っ
た
。

　

自
分
の
役
目
は
﹆﹁
当
時
の
出

来
事
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
﹆

次
の
世
代
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
世

界
中
で
大
き
な
地
震
や
津
波
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
い
つ

大
き
な
災
害
が
起
こ
る
か
分
か
り

ま
せ
ん
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
﹆

わ
た
し
の
経
験
が
役
に
立
つ
こ
と

に
な
れ
ば･･･

﹂
と
言
う
。

　
﹃
命
は
て
ん
で
ん
こ
＝
自
分
の

命
は
自
分
で
守
る
ん
だ
﹄
祖
父
が

残
し
て
く
れ
た
言
葉
。

　

実
際
に
経
験
し
た
こ
と
で
﹆
そ

の
言
葉
の
重
み
に
気
付
い
た
。　

　

悲
劇
を
二
度
と
繰
り
返
し
て
は

な
ら
な
い̶

。

　

紙
芝
居
﹁
つ
な
み
﹂
は
﹆
昭
和

三
陸
地
震
津
波
の
真
実
を
語
り
継

ぐ
﹆
わ
た
し
た
ち
の
貴
重
な
財
産

と
な
っ
て
い
る
。

昭和三陸地震津波を体験した

田畑 ヨシ さん（田中・85歳）
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田
老
第
三
小
学
校
で
の
読
み
聞
か
せ
の
様

子
。
児
童
の
ほ
か
地
域
住
民
も
参
加
し
た



●

 

紙
芝
居

「
つ
な
み
」

　
絵
・
文　

田 

畑  

ヨ 

シ

（
原
文
を
一
部
現
代
仮
名
遣
い
な
ど
に
修
正
し
て
掲
載
）
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よ
っ
ち
ゃ
ん
の
住
ん
で
い
る
村
は

青
い
青
い
海
と

白
い
ど
こ
ま
で
も
つ
づ
く

長
い
砂
浜
が
あ
り
ま
し
た

き
れ
い
な
川
が
な
が
れ

町
の
な
か
は
し
ず
か
で

と
き
ど
き

荷
馬
車
が
カ
タ
コ
ト
カ
タ
コ
ト

音
を
た
て
て
通
る

し
ず
か
な

し
ず
か
な
村
で
し
た
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よ
っ
ち
ゃ
ん
の
お
家
に
は

白
く
て
長
い
お
ひ
げ
を
は
や
し
た

お
じ
い
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た

お
じ
い
さ
ん
は　

い
つ
も
よ
っ
ち
ゃ
ん
に

津
波
の
お
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た

明
治
29
年
の
津
波
に
流
さ
れ
て

た
っ
た
一
人
ぼ
っ
ち
で
助
か
っ
た

お
じ
い
さ
ん
で
し
た

い
つ
か
き
っ
と
ま
た

津
波
が
く
る
の
だ
か
ら
な

大
き
な
地
震
が
揺ゆ

っ
た
な
ら

一
人
で
も
裏
の
赤
沼
山
に
逃
げ
る
ん
だ
よ

大
き
な
山
の
よ
う
な
波
が
き
て

さ
ら
わ
れ
る
ん
だ
よ

お
じ
い
さ
ん
は
津
波
の
と
き

逃
げ
な
か
っ
た
の
で

家
の
下
に
な
っ
て
流
さ
れ

気
が
つ
い
た
と
き
は
ざ・

・

・

・

ん
が
い
や
ら

ご
み
の
な
か
に
埋う

も
っ
て
い
て

よ
う
や
く
ざ
ん
が
い
の
な
か
か
ら

は
い
だ
し
て
み
た
ら

見
渡
す
か
ぎ
り
家
は
な
く

中な
か
た田
部
落
の
吉き

っ
か
わ川
さ
ん
の
お
家
ま
で

た
ど
り
つ
い
て

お
世
話
に
な
っ
て
助
か
っ
た
も
の
だ
と

い
ろ
り
の
前
で
煙た

ば
こ草

を
吸
い
な
が
ら

話
し
て
く
れ
ま
し
た
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よ
っ
ち
ゃ
ん
は

津
波
の
き
た
夢
を
み
ま
し
た

お
家
に
あ
る

あ
の
大
き
な
か
ま
ど
の
う
え
に

あ
が
っ
て
助
か
っ
た
夢
で
し
た

あ
ぁ
ー
そ
う
だ

津
波
が
き
た
ら

山
に
逃
げ
な
く
て
も

あ
の
か
ま
ど
の
上
に
あ
が
っ
た
な
ら

助
か
る
だ
ろ
う
な
あ
ー
と

い
つ
も
思
っ
て
い
ま
し
た
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三
月
三
日
の
お
ひ
な
ま
つ
り
の

夜
で
し
た

よ
っ
ち
ゃ
ん
は

お
ば
あ
さ
ん
と
寝
て
い
る
と

ガ
タ
ガ
タ
と

大
き
な
地
震
が
揺
り
ま
し
た

よ
っ
ち
ゃ
ん
は
と
び
起
き
て

お
ば
あ
さ
ん
と　

は
だ
し
の
ま
ま

赤
沼
山
の
下
ま
で
走
っ
て
い
っ
て

ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
と

お
母
さ
ん
が
妹
を
お
ぶ
っ
て

「
お
ば
あ
さ
ん
、
よ
し
子
ー
」
と

大
き
な
声
で
よ
ぶ
声
が
し
て

「
電
気
も
つ
い
た
し

家
に
帰
っ
て
お
い
で
」
と

迎
え
に
き
た
の
で

お
家
に
帰
っ
た
ら

い
ろ
り
に
は
大
き
な
火
が
も
え
て

し
ん
せ
き
の
お
じ
い
さ
ん
が
き
て

明
治
29
年
の
と
き
の

津
波
の
こ
と
を
話
し
て
い
ま
し
た
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よ
っ
ち
ゃ
ん
が

こ
わ
く
て
ぶ
る
ぶ
る
ふ
る
え
て
い
る
と

お
ば
あ
さ
ん
が

「
寒
い
な
ら
こ
の
袖・

・

・

な
し
で
も
着
て
」
と
言
っ
て

長
い
毛
皮
の
袖
な
し
を
着
せ
て
く
れ
た

お
じ
い
さ
ん
は

「
津
波
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら

逃
げ
る
準
備
を
す
る
よ
う
に
」
と
言
っ
て

お
父
さ
ん
は
、
た
い
松
を
た
ば
ね
て
お
き

わ・

ら・

ぞ・

う・

り・

を
み
ん
な
の
ぶ
ん
、
玄
関
に
そ
ろ
え
て

大
切
な
も
の
を
カ
バ
ン
に
入
れ
て

持
っ
て
逃
げ
る
ば
か
り
に
準
備
を
し
て
お
り
ま
し
た

し
ん
せ
き
の
お
じ
い
さ
ん
は

「
井
戸
の
水
も
川
の
水
も
ひ
け
な
い
か
ら

津
波
は
こ
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て

の
ん
き
に
話
し
て
い
ま
し
た

す
る
と
、
ま
も
な
く
ま
た
地
震
が
揺
り

お
父
さ
ん
が
「
津
波
だ
に
げ
ろ
ぅ
」
と

大
き
な
声
で
さ
け
び
ま
し
た

海
の
方
か
ら

ド
ー
ン
と
大
き
な
音
が
し
ま
し
た

よ
っ
ち
ゃ
ん
は

む
ち
ゅ
う
に
な
っ
て
玄
関
の
ぞ
う
り
を
つ
か
ん
で

は
だ
し
の
ま
ま
走
っ
た
が

長
い
袖
な
し
が
足
に
か
ら
ま
っ
て

な
ん
か
い
も
な
ん
か
い
も
こ
ろ
び
な
が
ら

赤
沼
山
に
逃
げ
ま
し
た
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よ
っ
ち
ゃ
ん
は

赤
沼
山
に
む
ち
ゅ
う
に
な
っ
て
逃
げ
た
が

畑
に
か・

・

・

き
ね
が
あ
っ
て

飛
び
こ
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
し

下
か
ら
か
き
ね
の
あ
い
だ
を
く
ぐ
ろ
う
と

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
に
も
が
い
て
い
る
と

大
人
の
人
た
ち
は

よ
っ
ち
ゃ
ん
の
上
を
飛
び
こ
え
て
ゆ
き
ま
し
た

「
こ
こ
で
波
に
さ
ら
わ
れ
る
の
か
な
あ
」
と
思
っ
て

い
つ
も
お
ば
あ
さ
ん
が
地
震
の
と
き
と
な
え
て
い
る

マ
ン
ザ
ラ
ク
、
マ
ン
ザ
ラ
ク
と
と
な
え
て

よ
う
や
く
か
き
ね
を
く
ぐ
っ
て
畑
に
で
ま
し
た

逃
げ
た
人
達
は
み
ん
な

家
族
の
名
前
を
よ
ん
で
い
ま
し
た

「
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
」
な
ど
と
さ
け
ん
で
い
ま
す

よ
っ
ち
ゃ
ん
も
こ
こ
ろ
ぼ
そ
く
な
り

大
き
な
声
で
「
お
ば
あ
さ
ー
ん
」
と
さ
け
ん
だ
ら

す
ぐ
そ
ば
に
お
ば
あ
さ
ん
と
兄
さ
ん
と
姉
さ
ん
が
き
て

安
心
し
ま
し
た
が

お
じ
い
さ
ん
が
年
寄
り
だ
か
ら
と
心
配
に
な
り

お
じ
い
さ
ん
を
よ
ん
で
も
み
え
な
い
の
で

そ
の
ま
ま
う
し
ろ
山
の
て
っ
ぺ
ん
ま
で
の
ぼ
っ
て

朝
に
な
る
の
を
ま
っ
て
い
る
と

湯
屋
の
お
じ
さ
ん
が
き
て

「
お
母
さ
ん
が
足
を
両
方
け
が
を
し
て
い
る
」
と

お
し
え
て
く
れ
ま
し
た

兄
さ
ん
は
お
じ
さ
ん
に
つ
い
て
ゆ
き
ま
し
た

●

Tsunami Picture Story show
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「
早
く
夜
が
あ
け
る
と
い
い
な
あ
ー
」
と

思
っ
て
い
る
う
ち
に

だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
り

山
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ

お
寺
の
お
墓
道
を
お
り
て
み
る
と

み
ん
な
家
は
な
く

海
だ
け
が

高
く
青
く
す
ん
で

ざ
ん
が
い
と
、
い
や
な
に
お
い
が

し
て
い
ま
し
た

お
寺
の
前
に
は

な
ん
に
ん
も

け
が
を
し
た
人
達
が
う
め
き

流
れ
た
人
が

参
道
に
こ
ご
え
て
死
ん
で
い
る
人

よ
っ
ち
ゃ
ん
は

「
田
老
は
も
う
い
や
だ

海
の
な
い
所
に
ゆ
き
た
い
」
と

思
い
ま
し
た
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よ
っ
ち
ゃ
ん
の
し
ん
ぱ
い
し
た

お
じ
い
さ
ん
は

い
つ
の
ま
に
か

お
寺
の
本
堂
の
前
に
す
わ
り

げ
た
の
は・

・

・

な
お
の
な
い
物
を

た
く
さ
ん
つ
ん
で

わ
ら
を
手
で
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い

な・

・

・

っ
て
い
ま
し
た

お
じ
い
さ
ん
は

な
に
を
す
る
の
か
な
あ
と
み
て
い
る
と

げ
た
に
わ
ら
で
な
っ
た
お・

を
た
て
て

は
だ
し
の
ま
ま
逃
げ
た
人
に

あ
げ
て
お
り
ま
し
た

「
お
じ
い
さ
ん
は
え
ら
い
な
あ
ー
」
と

思
い
ま
し
た

●

Tsunami Picture Story show
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お
寺
の
く
り
の
な
か
に
入
っ
て
い
っ
た
ら

お
母
さ
ん
は

足
を
両
方
白
い
き・

・れ
で
ま
い
て

こ
た
つ
に　

よ
こ
た
わ
っ
て
い
ま
し
た

「
よ
し
子
、
母
さ
ん
は
こ
ん
な
に
な
っ
た
よ
」
と

言
っ
て
み
せ
て
く
れ
ま
し
た

よ
っ
ち
ゃ
ん
は

た
ま
ら
な
く
か
な
し
く
な
り
ま
し
た

お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
を
助
け
よ
う
と
し
て

腰
を
い
た
め
歩
け
な
く
な
っ
た
と

お
ば
あ
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た

遠
く
の
し
ん
せ
き
の
人
達
の
く
る
の
を
ま
っ
て

お
母
さ
ん
を
戸
板
に
の
せ
て

４
人
で
か
つ
い
で

山
道
を
宮
古
の
病
院
ま
で
は
こ
ん
で
ゆ
き
ま
し
た

お
母
さ
ん
は
お
ば
あ
さ
ん
に

「
子
供
達
を
た
の
み
ま
す
」
と
言
っ
て

涙
を
な
が
し
て
い
ま
し
た

よ
っ
ち
ゃ
ん
は

お
寺
の
か
い
だ
ん
の
う
え
か
ら

お
母
さ
ん
の
ゆ
く
の
を
じ
っ
と
み
な
が
ら

な
き
た
い
の
を
が
ま
ん
し
て
見
送
り
ま
し
た
が

な
み
だ
を
こ
ら
え
た
ら

と
て
も
の
ど
が
い
た
く
な
り
ま
し
た

心
の
な
か
で
よ
っ
ち
ゃ
ん
は

「
海
の
バ
カ
ヤ
ロ
ー
」
と

な
ん
か
い
も　

な
ん
か
い
も　

さ
け
び
ま
し
た
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●

●

防
災
と
復
興
の
礎

い
し
ず
え

に

津
波
に
立
ち
向
か
う
❶　

田
老
大
防
潮
堤

　

津
波
に
対
す
る
備
え
の
第
一
歩
だ
。

　
「
自
分
た
ち
の
村
は
自
分
た
ち
で
守
る
」

　

村
の
熱
意
で
始
ま
っ
た
こ
の
工
事
は
、

二
年
目
以
降
、
国
と
県
に
よ
る
工
事
と

な
っ
た
。

　

太
平
洋
戦
争
に
よ
る
工
事
の
一
時
中
断

も
あ
っ
た
が
、
昭
和
27
年
の
十
勝
沖
地
震

津
波
を
契
機
に
再
び
工
事
を
再
開
。
昭
和

33
年
、
全
長
１
３
５
０
㍍
の
防
潮
堤
が
完

成
し
た
。

　

以
後
、
二
度
の
工
事
を
経
て
、
現
在
の

大
防
潮
堤
が
完
成
に
至
る
。

　

平
成
21
年
４
月
、
国
と
県
に
よ
る
鍬
ヶ

崎
地
区
の
防
潮
堤
事
業
化
が
決
定
し
た
。

鍬
ヶ
崎
地
区
は
宮
古
湾
内
で
唯
一
、
津
波

対
策
施
設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。　

　

田
老
の
防
潮
堤
は
、
昭
和
54
年
に
完
成

し
た
。
総
延
長
は
２
４
３
３
㍍
、
海
面
か

ら
の
高
さ
は
10
㍍
に
及
ぶ
。

　

田
老
の
集
落
を
抱
え
込
む
そ
の
姿
か

ら
、「
万
里
の
長
城
」
と
称
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

　

三
陸
沿
岸
の
集
落
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度

と
な
く
津
波
の
被
害
を
受
け
て
き
た
が
、

そ
の
姿
は
あ
ま
り
に
も
無
防
備
だ
っ
た
。

　
「
津
波
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」。

そ
の
た
め
、風
化
が
早
く
、備
え
が
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
の
津
波
か
ら
37
年
後
に
襲
来
し
た

昭
和
の
津
波
を
受
け
、
田
老
で
は
そ
の
翌

年
の
昭
和
９
年
、
周
囲
か
ら
の
義
援
金
や

村
の
借
金
な
ど
に
よ
る
、
自
費
で
の
防
潮

堤
整
備
が
始
ま
っ
た
。
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高
浜
自
治
会
自
主
防
災
部

　

高
浜
自
治
会
自
主
防
災
部
は
平

成
９
年
３
月
１
日
に
結
成
さ
れ

た
。現
在
は
330
世
帯
で
組
織
す
る
。

　

自
主
防
災
部
は
﹆
定
期
的
に
自

治
会
報
で
地
域
の
防
災
情
報
を
紹

介
し
て
い
る
ほ
か
﹆
児
童
登
下
校

中
の
津
波
発
生
に
よ
る
緊
急
避
難

を
想
定
し
た
訓
練
を
行
っ
て
い

る
。
昨
年
は
﹆
地
区
の
子
ど
も
た

ち
と
と
も
に
﹆
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

づ
く
り
に
も
取
り
組
ん
だ
。

　

さ
ら
に
消
火
設
備
や
避
難
経
路

な
ど
の
確
認
を
定
期
的
に
行
う
な

ど
自
主
防
災
に
余
念
が
な
い
。

　　

自
主
防
災
組
織
と
は

　

現
在
﹆
市
内
に
は
34
の
自
主
防

災
組
織
が
あ
る
。

　

自
主
防
災
組
織
は
﹁
自
分
の
ま

ち
は
自
分
た
ち
で
守
る
﹂と
い
う
﹆

住
民
が
自
発
的
に
自
分
た
ち
を
守

り
合
う
た
め
の
組
織
。
実
際
に
災

害
が
起
き
た
と
き
﹆
隣
近
所
や
自

治
会
が
協
力
し
て
取
り
組
む
。

　

組
織
を
生
か
す
た
め
に
は
﹆
地

区
の
役
員
だ
け
が
行
う
の
で
は
な

く
﹆
住
民
一
人
ひ
と
り
が
危
機
管

理
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
重
要

だ
。
活
動
は
﹆
平
常
時
と
災
害
時

に
分
か
れ
﹆
災
害
時
の
被
害
軽
減

が
最
大
の
目
的
だ
が
﹆
平
常
時
の

活
動
の
積
み
重
ね
が
﹆
災
害
発
生

時
の
組
織
機
能
に
つ
な
が
る
。

　　

自
主
防
災
部
の
取
り
組
み

　

高
浜
自
治
会
自
主
防
災
部
の
部

長
を
務
め
る
村
上
恒
夫
さ
ん
。

　
﹁
い
ざ
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
﹆

最
初
に
動
く
の
は
﹆
わ
た
し
た
ち

住
民
で
す
。
そ
の
た
め
﹆
自
治
会

と
し
て
防
災
に
対
す
る
予
備
知
識

と
取
り
組
み
が
必
要
﹂
と
話
す
。

そ
し
て
﹆﹁
住
民
が
地
区
の
状
況

を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
被
害
は
﹆
地
形
や
昼
夜
の
別

な
ど
環
境
に
よ
り
大
き
く
異
な
り

ま
す
。
地
区
の
特
徴
や
弱
点
な
ど

を
よ
く
知
る
こ
と
が
防
災
の
最
初

津
波
に
立
ち
向
か
う
❷　

高
浜
自
治
会
自
主
防
災
部

自
主
組
織
で
、
防
災
力
向
上

市
内
に
あ
る
34
の
自
主
防
災
組
織
。
地
域
の
住
民
が
一
体
と
な
り
、
災
害
に
備
え
る
。

「
災
害
が
起
き
た
と
き
、
動
く
の
は
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
。
だ
か
ら
、
取
り
組
む
」。

「
練
習
で
で
き
な
い
も
の
は
、
本
番
で
も
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
だ
か
ら
、
取
り
組
む
」。

無
駄
に
な
る
訓
練
な
ど
何
一
つ
な
い
。
訓
練
は
い
ざ
と
い
う
と
き
必
ず
役
に
立
つ—

。

2010.3.1 ⓴
「森・川・海」と ひと が共生する安らぎのま

ち

広

報

広

報
「森・川・海」と ひと が共生する安らぎのま

ち「森・川・海」と ひと が共生する安らぎのま
ち

地域の住民に自主防災の
啓発をする高浜自治会報

海と住宅地とを隔てる防潮堤の上に立つ高浜自治会の皆さん
（前列左が自治会長兼自主防災部長の村上恒夫さん）



の
一
歩
﹂
と
強
調
す
る
。

　

昭
和
35
年
の
チ
リ
地
震
津
波
。

　

高
浜
地
区
は
家
屋
の
流
失
﹆
全

半
壊
な
ど
市
内
で
も
大
き
な
被
害

を
受
け
た
地
区
の
一
つ
。
当
時
﹆

津
波
が
襲
来
す
る
前
か
ら
漁
師
ら

が
海
の
異
変
に
気
付
き
﹆
住
民
が

自
主
的
に
避
難
態
勢
を
と
っ
た
こ

と
で
人
命
は
助
か
っ
た
の
だ
と
い

う
。

　　

継
続
し
た
活
動
で
備
え
る

　
﹁
高
浜
地
区
は
大
き
な
被
害
を

被
り
﹆
立
ち
直
る
ま
で
に
苦
労
し

ま
し
た
。
で
す
か
ら
﹆
住
民
の
結

び
つ
き
も
強
く
﹆
継
続
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
﹂
と
話
す
村
上
会
長
。

　

地
区
に
は
﹆
自
主
防
災
部
の
ほ

か
に
消
防
団
や
婦
人
防
火
ク
ラ

ブ
﹆
青
少
年
か
も
め
防
火
ク
ラ
ブ

が
あ
る
。
中
で
も
小
学
生
で
組
織

す
る
か
も
め
防
火
ク
ラ
ブ
は
﹆
活

動
を
通
し
て
災
害
時
の
対
応
と

﹁
自
分
の
ま
ち
は
自
分
で
守
る
﹂

と
い
う
自
主
防
災
の
心
を
学
ぶ
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
課
題
も
あ
る
。
避
難
訓

練
参
加
者
の
減
少
と
﹆
一
人
暮
ら

し
の
老
人
や
介
護
を
必
要
と
す
る

人
な
ど
﹆
一
人
で
避
難
す
る
こ
と

が
難
し
い
人
た
ち
の
避
難
手
段
の

確
保
だ
。

　
﹁
地
震
や
津
波
は
起
こ
ら
な
い

に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
が
﹆
い
つ

か
必
ず
起
こ
り
ま
す
。
実
際
に
起

こ
っ
て
み
な
い
と
﹆
ど
ん
な
災
害

に
な
る
の
か
さ
え
も
分
か
り
ま
せ

ん
。
避
難
訓
練
は
大
切
で
す
。
練

習
し
な
い
こ
と
は
﹆
本
番
で
は
絶

対
で
き
ま
せ
ん
。
訓
練
は
必
ず
役

立
ち
ま
す
﹂
高
浜
地
区
は
住
民
一

体
と
な
り
﹆
備
え
て
い
る
。

チリ地震津波で被害を受けた高浜地区（昭和35年５月24日）
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　大規模な災害が発生すると、防災
関係機関による救助や消火などの活
動が十分にできない場合が予想され
ます。
　このようなとき、地域ぐるみの防
災活動が被害を最小限にとどめるば
かりか、スムーズな復旧活動にも大
きな力を発揮します。
　いざというときに協力しあえるよ
う、日ごろから地域内の交流を深め、
災害に強い地域づくりに取り組みま
しょう。
　自主防災組織について詳しく知り
たい自治会、町内会、団体などは、
お問い合せください。
■問い合わせ　市危機管理課（☎62
-2111）

自主防災組織で
地域の防災力を高めませんか

「チリ地震津波の着水点」が示さ
れた岩間典子さんの自宅。亡きご
主人が歴史を風化させないため
に作ったものだという



　

宮
古
工
業
高
校「
津
波
模
型
班
」

　　

宮
古
工
業
高
校
︵
兼
平
栄
補
校

長
﹆
生
徒
297
人
︶
は
﹆
津
波
模
型

の
作
製
に
取
り
組
み
﹆
地
域
の
防

災
意
識
の
向
上
に
一
役
買
っ
て
い

る
。

　

津
波
模
型
は
﹆
機
械
科
の
３
年

生
が
平
成
17
年
度
か
ら
毎
年
﹆
課

題
研
究
の
一
環
と
し
て
取
り
組
ん

で
き
た
。
本
年
度
の
津
波
模
型
班

は
７
人
で
構
成
す
る
。

　

７
人
は
﹆
週
３
時
間
の
課
題
研

究
授
業
の
ほ
か
﹆
放
課
後
や
夏
休

み
な
ど
を
利
用
し
て
津
波
模
型
を

作
製
し
た
。
一
つ
の
模
型
を
仕
上

げ
る
の
に
７
カ
月
程
度
を
費
や

す
。

　

模
型
は
﹆
工
業
高
校
な
ら
で
は

の
も
の
づ
く
り
の
技
術
を
生
か

し
﹆
地
形
や
町
並
み
を
忠
実
に
再

現
。
津
波
に
見
立
て
た
水
を
流
し

入
れ
る
こ
と
で
﹆
津
波
発
生
時
に

想
定
さ
れ
る
浸
水
被
害
な
ど
が
実

際
に
目
で
確
認
で
き
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。

　

津
波
模
型
で
意
識
啓
発

　

模
型
班
の
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る

の
は
川
村
将
崇
君
。

　
﹁
研
究
に
取
り
組
む
前
は
﹆
一

つ
の
授
業
課
題
と
い
う
認
識
し
か

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
﹆
先
輩
の

作
っ
た
模
型
を
見
て
﹆
津
波
の
恐

ろ
し
さ
を
知
り
ま
し
た
。
模
型
を

作
り
﹆
住
民
に
啓
発
す
る
こ
と
の

大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
﹂
と
振
り

返
る
。

　
﹁
地
図
に
は
表
れ
て
い
な
い
岩が

ん

礁し
ょ
うな

ど
の
部
分
も
﹆
細
部
に
わ
た

り
表
現
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
現

場
に
出
向
き
﹆
地
形
を
確
認
し
て

再
現
し
ま
し
た
。
津
波
の
動
き
だ

け
で
な
く
﹆
地
形
を
知
る
こ
と
で

状
況
判
断
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
﹂

と
強
調
す
る
。

　

模
型
は
こ
れ
ま
で
に
﹆
宮
古
湾

全
体
の
も
の
を
は
じ
め
﹆
鍬
ヶ
崎

や
藤
原
・
磯
鶏
﹆
津
軽
石
・
高
浜
﹆

田
老
の
各
地
区
と
山
田
町
全
体
の

６
基
を
作
製
し
た
。

　

現
在
は
﹆
重
茂
里
地
区
と
音
部

地
区
の
２
基
を
作
製
中
だ
。

　

模
型
は
小
中
学
校
や
公
民
館
﹆

イ
ベ
ン
ト
会
場
な
ど
に
出
向
い
て

の
実
演
に
利
用
し
て
い
る
。

　

模
型
班
を
指
導
す
る
山
野
目
弘

担
当
教
師
は
﹆﹁
う
れ
し
い
こ
と

に
年
々
﹆
実
演
を
希
望
す
る
声
が

増
え
て
い
ま
す
。
津
波
を
体
験
し

た
人
で
も
﹆
津
波
の
動
き
を
実
際

に
見
る
と
驚
き
ま
す
﹂
と
話
す
。

　

し
か
し
残
念
な
こ
と
も
あ
る
と

い
う
。

　
﹁
若
年
層
の
人
た
ち
で
津
波
模

型
に
興
味
を
示
す
人
は
多
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
津
波
に
対
す
る
意
識

の
低
さ
が
﹆
い
つ
か
来
る
災
害
時

の
大
き
な
被
害
の
原
因
に
な
る
か

津
波
に
立
ち
向
か
う
❸　

宮
古
工
業
高
校

津
波
模
型
で
、
住
民
に
啓
発

先
輩
の
作
っ
た
模
型
を
見
て
、
津
波
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ
た
。

模
型
を
作
り
、
住
民
に
啓
発
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
た
。

５
年
間
に
わ
た
る
津
波
模
型
の
作
製
と
地
域
で
の
公
開
実
演
。

津
波
の
動
き
と
地
形
を
知
る
こ
と
で
、
避
難
の
仕
方
が
見
え
て
く
る
。
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山野目弘担当教師と津波模型班の７人（左から野澤洸翔君、太長根悠君、
大棒雄司君、川村将崇君、瀬川晴貴君、山崎裕介君、本田佑介君）



も
し
れ
ま
せ
ん
﹂
と
危き

惧ぐ

す
る
。

　
「
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
」大
賞
受
賞

　　

宮
古
工
業
高
校
は
こ
と
し
﹆
兵

庫
県
な
ど
が
主
催
す
る
﹁
ぼ
う
さ

い
甲
子
園
︵
１
・17
未
来
賞
︶﹂
で
﹆

﹁
ぼ
う
さ
い
大
賞
﹂
を
受
賞
し
た
。

ぼ
う
さ
い
大
賞
は
﹆
平
成
21
年
度

の
高
校
の
部
最
高
賞
に
当
た
る
。

　

５
年
間
に
わ
た
る
模
型
作
製

と
﹆地
域
で
の
公
開
実
演
に
よ
り
﹆

住
民
の
防
災
意
識
向
上
に
努
め
て

い
る
点
が
評
価
さ
れ
た
。

　

ぼ
う
さ
い
甲
子
園
は
﹆
兵
庫
県

と
ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
21
世
紀
研

究
機
構
な
ど
が
主
催
。
防
災
教
育

の
推
進
と
顕
彰
を
目
的
に
開
か

れ
﹆
本
年
度
は
小
学
校
か
ら
大
学

ま
で
の
４
部
門
に
﹆
全
国
か
ら
80

団
体
が
応
募
し
た
。

　

メ
ン
バ
ー
ら
は
﹁
受
賞
は
先
輩

た
ち
を
は
じ
め
﹆
こ
れ
ま
で
の
継

続
し
た
取
り
組
み
の
成
果
。
後
輩

た
ち
に
と
っ
て
も
励
み
に
な
れ
ば

う
れ
し
い
﹂
と
喜
ぶ
。

　

多
く
の
地
区
で
実
演
を

　

メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
﹆
津
波
模

型
班
に
入
っ
て
﹆
初
め
て
津
波
の

怖
さ
を
知
っ
た
。

　

重
茂
に
住
む
山
崎
裕
介
君
。

﹁
祖
父
母
か
ら
津
波
の
話
は
聞
い

て
い
ま
し
た
が
﹆
模
型
で
津
波
の

動
き
を
目
に
し
て
﹆
津
波
の
怖
さ

を
あ
ら
た
め
て
知
り
ま
し
た
。
地

元
の
地
形
を
知
る
こ
と
と
﹆
啓
発

活
動
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
ま
し

た
﹂
と
話
す
。

　
﹁
い
つ
か
来
る
津
波
﹂
で
は
な

く
﹆﹁
近
い
う
ち
に
必
ず
来
る
津

波
﹂
に
備
え
る
た
め̶

。

　

津
波
模
型
班
は
﹆
こ
れ
か
ら
も

積
極
的
に
地
域
に
出
向
き
﹆
啓
発

活
動
に
取
り
組
む
。

「宮古市産業まつり」会場での津波模型を使った実演。色を付けた
水を津波に見立てて流し入れることで浸水区域などが一目で分かる

正確な縮尺で細部まで再現された津波模型の地形と町並み

●津波模型の展示
　宮古工業高校が作製した津波模
型は、次の場所に展示しています。
■鍬ヶ崎地区　シートピアなあど
１階イベントホール
■田老地区　田老総合事務所１階
※宮古湾全体、藤原・磯鶏、津軽石・
高浜、山田町全体の模型は工業高
校にあります。展示を希望する施
設などは、お問い合わせください。
●実演希望団体を募集
　実演を希望する自治会や町内会、
団体などは、お問い合わせくださ
い。
〈共通〉■問い合わせ　宮古工業高
校（☎67-2201）

津波模型の展示場所と
実演希望団体を募集します
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わたしたちは、取り組みます

　三陸鉄道は、明治三陸地震津波の後、住民
の「津波からの復興に鉄道を」との願いからス
タートして、現在に至っています。日々、お客
さまを安心・安全に目的地まで送り届けること
を第一に行動しています。異常時取扱マニュア
ルを策定し、毎年10月に実施する非常呼集訓練
や、車両を使った異常時訓練を年２回実施する
など、災害時にも迅速な対応ができるよう、常
に防災意識を高く持ち取り組んでいます。
　昨年12月からは、非常食の販売を始めました。
みなさんは災害時の備えは十分でしょうか。

木村 彩子 さん
（三陸鉄道・33歳）

お
客
さ
ま
の
安
全
が
第
一
。迅
速
な
対
応
を
心
掛
け
ま
す

　平成４年から、宮古地域の津波資料をまとめ
ています。当時は津波に関するまとまった資料
が少なく、各地に残されている石碑などを記録
して歩きました。
　過去の被害を知ると、災害時の避難方法や避
難場所も変わってきます。この地域が、過去に
幾度も津波被害にあってきたという歴史を忘れ
ないように、資料として残していくことが大切
だと思います。
　これからも、わずかながら地域の防災に尽力
できればと思います。

濱崎　弘 さん
（和見町・62歳）

過
去
の
被
害
を
知
る
と
、
避
難
の
仕
方
が
変
わ
り
ま
す

　昨年度、宮古高校放送部では、津波防災を啓
発する映像を製作しました。田畑ヨシさんのお
話や校内で行った意識調査の結果、わたしたち
は、津波への意識をもっと高く持つ必要がある
のではと考えさせられました。
　小中学校では津波について学ぶ機会がありま
したが、忘れていたこともありました。
　日中は、家族が学校や職場などさまざまな場
所に離れています。津波をはじめ災害が起こっ
たとき、わたしたち家族はどういう対応をとれ
るのか、家族で話し合ってみようと思います。

舘洞 ひかり さん
（宮古高校・17歳）

津
波
を
は
じ
め
災
害
時
の
対
応
を
、
家
族
で
話
し
合
い
た
い

　祖母やお年寄りから聞いた津波の体験談や教訓
を引き継ぎ、防災の視点から現代・次代に合わ
せて高めていきたいと思い、平成16年にＮＰＯ法
人日本防災士機構の防災士認証を取得しました。
　昨年７月には総勢222人、沿岸部55人、宮古地
区16人で構成する日本防災士会岩手県支部を立
ち上げ、少しずつではありますが活動を始めて
います。それぞれの得意分野で、身近な範囲で
の防災士活動に取り組みつつ、会員相互が広域
的に連携しあうことにより地域全体の防災力を
高めていきたいと考えています。

山崎 正幸 さん
（防災士・44歳）

町
内
会
に
防
災
士
を
増
や
し
、地
域
の
防
災
力
を
高
め
た
い

INTERVIEW
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自
主
防
災
力
で
守
る
命

今
こ
そ
築
こ
う 

心
の
防
潮
堤

「
風
化
」
が
「
人
災
」
を
引
き
起
こ
し
、「
人
災
」
は
「
大
災
害
」
を
引
き
起
こ
す
。

い
ま
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
災
害
へ
の
備
え
を
真
剣
に
考
え
、
行
動
に
移
す
と
き
だ
。

　

進
む
防
災
意
識
の
軽
薄
化

　

津
波
体
験
紙
芝
居
の
作
者
、
田

畑
ヨ
シ
さ
ん
は
言
う
。

　
﹁
地
震
が
あ
る
と
い
つ
も
、
津

波
が
来
る
ぞ･･･

と
身
構
え
ま
す
。

あ
の
日
の
記
憶
が
脳
裏
を
よ
ぎ
る

ん
で
す
。
荷
物
が
入
っ
た
リ
ュ
ッ

ク
を
背
負
い
、
す
ぐ
に
避
難
で
き

る
態
勢
を
と
り
ま
す
﹂。

　

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に

﹁
年
々
、
避
難
訓
練
の
参
加
者
は

減
っ
て
い
ま
す
。
以
前
大
き
な
地

震
が
あ
っ
た
と
き
の
こ
と
。
あ
の

と
き
は
避
難
指
示
こ
そ
出
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
避
難
し
た
の
は

わ
た
し
一
人
だ
け
で
し
た
﹂
と
、

意
識
の
軽
薄
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
を
嘆
く
。

　
﹃
防
潮
堤
が
あ
る
か
ら
大
丈
夫
。

周
囲
の
人
が
避
難
し
な
い
か
ら
大

丈
夫
。
避
難
指
示
が
出
て
か
ら
逃

げ
る
。
防
災
は
行
政
が
行
う
も

の
ー
』と
決
め
つ
け
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。﹃
自
分
だ
け
は
被
害

に
あ
わ
な
い
ー
』と
い
う
偏
見

を
持
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

風
化
が
引
き
起
こ
す
人
災

　　
﹁
津
波
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ

て
く
る
﹂
と
人
は
言
う
が
、
果
た

し
て
そ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。

﹁
人
が
災
害
を
忘
れ
て
い
る
﹂
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹁
自
然
が

引
き
起
こ
し
た
大
災
害
﹂
は
、﹁
風

化
が
引
き
起
こ
し
た
人
災
﹂
と
も

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

津
波
や
地
震
な
ど
の
発
生
そ
の

も
の
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
防
災
力

が
高
け
れ
ば
、
被
害
を
大
幅
に
軽

減
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

　

自
主
防
災
力
で
守
る
命

　

近
い
将
来
、
高
い
確
率
で
発
生

す
る
と
予
想
さ
れ
る
宮
城
県
沖
地

震
。
わ
た
し
た
ち
は
い
ま
、
災
害

へ
の
備
え
を
真
剣
に
考
え
、
取
り

組
む
べ
き
と
き
に
来
て
い
る
。

　

３
月
３
日
、
津
波
避
難
訓
練
が

行
わ
れ
る
︵
概
要
は
広
報
２
月
15

日
号
に
掲
載
︶。
こ
の
機
会
に
、

い
ま
一
度
、
家
族
や
地
域
で
津
波

や
地
震
へ
の
心
得
、
避
難
所
の
位

置
や
自
身
の
役
割
、
注
意
点
な
ど

を
考
え
て
み
よ
う
。

　

過
去
の
津
波
災
害
か
ら
得
た
多

く
の
教
訓
は
、
未
来
へ
と
つ
な
が

る
貴
重
な
財
産
。

　

自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
。
家

族
の
命
は
自
分
が
守
る
。
自
分
た

ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
。

　

自
主
防
災
を
培
う
風
土
が
、
こ

の
ま
ち
に
は
あ
る
。

　

ま
ず
は
地
域
を
知
ろ
う
。
そ
し

て
受
け
継
い
だ
教
訓
を
次
世
代
に

に
伝
え
、
行
動
に
移
そ
う
。
そ
の

積
み
重
ね
こ
そ
が〝
心
の
防
潮
堤
〟

と
し
て
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
わ

た
し
た
ち
の
防
災
力
と
な
る
。

◎取材を終えて

　世界各地で大惨事が起きている。
　ことし１月のハイチ地震、平成17年のスマ
トラ島沖地震などの地震や津波、大雨など自
然災害が相次いでいる。
　国内に目を向けると、大規模災害では、岩
手・宮城内陸地震（平成20年６月14日）、新潟
県中越地震（平成16年10月23日）、阪神・淡路
大震災（平成７年１月17日）などが挙げられる。
　
　本市では、平成20年７月24日未明に、本市
を震源とする震度５強の地震が発生したのは
記憶に新しい。　
　このとき、沿岸部に住んでいる誰もが、「津
波が来る」と思ったのではないだろうか。
　幸い、生死に係わる被害はなかったが、大
規模災害を経験したことのない若い人たちは、
“いざ” というときの、備えの大切さを考えさ
せられた地震だったのではないだろうか。

　田畑ヨシさんは、孫たちのために･･･と津波
だけでなく田老地域に伝わる昔話を紙芝居に、
昔の風習や生活の様子をカルタにと、“形” に
残している。
　そんな田畑さんは、当時の様子を楽しく教
えてくれる。しかし、津波の話題になると自
然と語気が強まり、その目からは悲しみと怒
りが伝わってくる。津波の恐ろしさを真剣に
伝えてくれた。
　
　— 命はてんでんこ。
　「自分の命は自分で守る」というこの言葉に
は、苦い思いを抱く人たちもいるのだと聞く。
子どもの手を離してまで生き延びようとした
親、親に手を離されながらも自力で避難した
子。ともに生き延びた両者の心には、深い溝
が生まれたという。
　日常が一瞬にして非日常に変わったとき、
自分がその場にいたら…と考える。
　果たして、わが子を、家族を、無事守りき
れるのだろうか。
　だから、わたしたちは備えなければならな
い。「備えあれば、憂いなし」だ。

　教訓は生かすためにある。　

　悲劇を二度と繰り返さないために。

”

“
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〔参考資料〕震浪災害土木誌（昭和11年３月３日、

岩手県土木課発行）、津波と防災（昭和44年１月31

日、田老町発行）、宮古のあゆみ（昭和49年３月26日、

宮古市発行）

〔資料提供〕株式会社文化印刷、気象庁旧宮古測候所、

田畑ヨシ
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