
大
槌
町
と
は

町の西端に位置する新
しん

山
やま

高原はレンゲツツジの名所。背景は風力発電の風車

気候や地理、産業などの特色から大槌町を紹介。

縄文時代までさかのぼるこの町の歴史をひもとき、

かつて襲来した津波についても触れる。
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町
の
概
要

200.42

11,766

16,058

■ 総面積

■ 人口

■ 震災前の人口

km²

人

人

２０１9年5月末日現在

2011年2月末日

太
平
洋
に
面
し

豊
か
な
漁
場

　

大
槌
町
は
、岩
手
県
の
沿
岸
南
部
に

位
置
し
、北
は
山
田
町
、南
は
釜
石
市
、

西
は
宮
古
市
、遠
野
市
と
接
し
て
お
り
、

東
は
太
平
洋
に
面
し
て
い
る
。
町
の
総
面

積
は
２
０
０・42
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、

総
人
口
は
１
万
１
７
６
６
人（
２
０
１
９

年
５
月
末
日
現
在
）を
数
え
る
。
町
域
の

大
部
分
を
北
上
山
系
か
ら
成
る
山
岳
が

占
め
て
お
り
、東
南
の
太
平
洋
へ
開
く
大

槌
湾
に
注
ぐ
大
槌
川
、小
鎚
川
の
両
河

川
の
土
砂
が
堆
積
し
て
で
き
た
平
野
を

中
心
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

太
平
洋
に
面
し
た
町
の
東
側
は
、北
の

船
越
湾
、南
の
大
槌
湾
と
共
に
リ
ア
ス
海

岸
が
発
達
し
、沖
合
で
は
親
潮
と
黒
潮

が
交
差
す
る
豊
か
な
水
産
資
源
に
恵
ま

れ
た
漁
場
と
な
って
い
る
。
ま
た
景
勝
地

と
し
て
も
活
用
さ
れ
、そ
の
海
岸
風
景
は
、

岩
手
県
沿
岸
北
部
か
ら
宮
城
県
気
仙
沼

付
近
ま
で
を
範
囲
と
す
る
三
陸
復
興
国

立
公
園（
旧
陸
中
海
岸
国
立
公
園
）の
一

部
と
し
て
指
定
を
受
け
て
い
る
。
海
水

浴
場
や
サ
ー
フ
ィ
ン
の
メッ
カ
と
し
て
名
高

い
浪
板
海
岸
や
吉き

里り

吉き

里り

海
岸
が
船
越

湾
沿
い
に
広
が
り
、大
槌
湾
に
は
人
形
劇

「
ひ
ょっ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん
島
」の
モ
デ
ル

と
さ
れ
る「
蓬ほ

う

莱ら
い

島じ
ま

」が
あ
る
。
古
く
か

ら
地
元
漁
家
の
守
護
神
で
あ
る
弁
財
天

が
ま
つ
ら
れ
、今
回
の
東
日
本
大
震
災
の

津
波
で
被
災
し
た
も
の
の
、今
な
お
町
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
優
美
な
姿
で
湾
内
に
浮

か
ぶ
。

盛
ん
な
水
産
業
や

複
合
農
業

　

町
の
基
幹
産
業
は
現
在
も
水
産
業
で

あ
り
、サ
ケ
や
マ
ス
、ス
ル
メ
イ
カ
漁
な
ど

の
沿
岸
漁
業
を
中
心
に
ワ
カ
メ
や
ホ
タ
テ

ガ
イ
、カ
キ
な
ど
の
養
殖
漁
業
が
震
災
後

早
々
と
復
活
し
た
。
ま
た
大
槌
川・小
鎚

川
沿
い
か
ら
山
間
地
に
至
る
金か

ね

沢ざ
わ・小
鎚

方
面
で
は
水
稲
を
中
心
に
野
菜
や
シ
イ

タ
ケ
、花
き
、畜
産
な
ど
を
組
み
合
わ
せ

た
複
合
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。

東日本大震災前の大槌町

赤浜

小鎚

和野・前段

安渡花輪田

臼沢

大槌町

吉里吉里

金沢

大ケ口

小枕・伸松

仙台

青森

秋田

福島
新潟

山形

盛岡

花巻
釡石

青森県

岩手県
秋田県

宮城県山形県

福島県
新潟県

盛岡市

大船渡市
陸前
高田市

気仙沼市

遠野市

奥州市

一関市

釡石市北上市

花巻市

住田町

平泉町

山田町
紫波町

宮古市

岩泉町

大槌町

沢山

町方

桜木町

源水

浪板

小鎚川

大槌川

大槌湾

船越湾

大槌町各地区位置図
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縄
文
、
弥
生
の

遺
跡
点
在

　

大
槌
町
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、古
く
は

縄
文
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で

き
る
。
各
時
代
の
特
色
を
示
す
遺
跡
も

数
多
く
存
在
し
、縄
文
時
代
早
期
の
土

器
な
ど
が
出
土
す
る
崎
山
弁
天
遺
跡
や

弥
生
時
代
の
住
居
跡
が
発
見
さ
れ
た
夏な

つ

本も
と

遺
跡
、そ
し
て
奈
良・平
安
時
代
の
製

鉄
遺
跡
と
し
て
著
名
な
櫓や

ぐ
ら

沢ざ
わ

遺
跡
な
ど

が
点
在
す
る
。
当
町
の
歴
史
は
、中
世

に
入
り
繁
栄
の
礎
を
築
い
た
と
い
え
る
。

１
３
３
４（
建
武
元
）年
、阿
曽
沼
氏
の
一

族
、遠
野
次
郎（
後
に
大
槌
氏
を
称
す
）

が
沿
岸
治
世
の
た
め
に
遣
わ
さ
れ
、当
地

を
拠
点
と
し
て
築
城
し
た
の
が
大
槌
城

で
あ
っ
た
。
天
然
の
要
害
と
い
わ
れ
る
大

槌
城
は
１
４
３
７（
永
享
９
）年
、三
戸
南

部
氏
の
大
軍
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
た
が
、

堅
固
さ
を
強
み
に
こ
の
危
機
を
脱
し
、以

後
、南
部
氏
の
影
響
下
で
三
陸
の
水
産

資
源
な
ど
を
大
い
に
利
用
し
て
栄
え
た
。

代
官
所
置
か
れ

沿
岸
の
中
心
に

　

し
か
し
、江
戸
時
代
に
入
り
、そ
の
繁

栄
に
脅
威
を
感
じ
た
南
部
藩
は
１
６
１
６

（
元
和
２
）年
、時
の
城
主
大
槌
孫
八
郎

政
貞
を
大
船
建
造
な
ど
の
罪
状
で
捕
え

自
害
さ
せ
、嫡
子
三
徳
丸
を
も
仕
置
き

し
、大
槌
氏
の
約
２
８
０
年
も
続
い
た
隆

盛
は
幕
を
閉
じ
る
。
そ
の
後
、藩
は
城
代

■ 過去の津波

十勝沖地震津波　1968（昭和43）年5月16日
漁船、漁具、養殖施設など約3億円の被害

東日本大震災津波　2011（平成23）年3月11日
死者／870人　行方不明／416人（うち死亡届出数415人）
震災関連死／52人　家屋被害／全壊・半壊・一部損壊4,375棟

明治三陸地震津波　1896（明治29）年6月15日

総人口7,027人のうち
死者／599人
総戸数1,172戸のうち
罹災／526戸

明治29年　津波被害（安渡）

昭和三陸地震津波　1933（昭和8）年3月3日

死者／39人
行方不明者／23人
家屋被害／
倒壊225棟
流失397棟
床上浸水201棟
床下浸水122棟

昭和8年　津波被害（大須賀）

チリ地震津波　1960（昭和35）年5月24日

震源地／チリ
地震発生から23時間後、
三陸一帯に津波到達
罹災者数／
6,542人（死者0人）
家屋被害／
全壊36棟、半壊187棟
流失44棟、床上浸水345棟

昭和35年　漁船木材が散乱（雁舞道）

37年後

27年後

8年後

43年後

■ 年表

を
置
き
、１
６
３
２（
寛
永
９
）年
、大
槌

代
官
所
が
設
置
さ
れ
、沿
岸
28
カ
村
の

政
治
、経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
い

く
。
中
で
も
、吉
里
吉
里
善
兵
衛
こ
と

前
川
善
兵
衛
は
代
々
に
わ
た
っ
て
、こ
の

三
陸
は
も
と
よ
り
、藩
の
産
業
経
済
に

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、後
に「
海
の

豪
商
」「
み
ち
の
く
の
紀
ノ
国
屋
文
左
衛

門
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

江
戸
幕
府
の
崩
壊
と
と
も
に
藩
の
代

官
所
制
度
は
廃
止
さ
れ
、そ
れ
に
伴
い
大

槌
代
官
所
も
解
体
さ
れ
、一
時
、
江
刺

県
治
下
に
置
か
れ
た
。
１
８
８
９（
明
治

22
）年
４
月
に
地
方
自
治
制
が
発
布
さ

れ
る
と
、大
槌
村
、小
鎚
村
、吉
里
吉
里

村
を
合
し
て
大
槌
町
と
な
り
、１
９
５
５

（
昭
和
30
）年
に
は
隣
村
の
金か

ね

沢ざ
わ

村
と

合
併
し
、現
在
の
大
槌
町
が
誕
生
し
た
。

繰
り
返
す
津
波
災
害

　

大
槌
町
は
、豊
富
な
水
産
資
源
の
恵

み
を
受
け
る
一
方
で
、明
治
以
降
、２
度

の
三
陸
大
津
波（
１
８
９
６
年
、１
９
３
３

年
）や
チ
リ
地
震
津
波（
１
９
６
０
年
）な

ど
の
大
き
な
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
て

い
る
。
２
０
１
１（
平
成
23
）年
３
月
11
日

に
発
災
し
た
東
日
本
大
震
災
の
大
津
波

で
も
多
く
の
人
命
を
失
い
、壊
滅
的
な

被
害
を
受
け
た
。
こ
の
震
災
か
ら
既
に

８
年
の
歳
月
が
た
つ
今
、大
槌
町
は
、各

方
面
か
ら
の
惜
し
み
な
い
支
援
と
町
民

の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
復

興
の
歩
み
を
続
け
て
い
る
。

町
の
歴
史

海水浴客でにぎわう震災前の浪板海岸（2007年8月撮影）

奈良・平安時代 夏本遺跡から８世紀前半の住居跡を発見

1334（建武元）年 大槌氏が大槌城を築城したとされる

869（ 貞観11）年 巨大地震が起き、陸奥国を大津波が襲ったと
伝えられる

1611（慶長16）年 三陸沿岸大地震・大津波（大槌・津軽石で死
者多数）

1616（ 元和2）年 大槌氏が滅亡したとされる

1632（ 寛永９）年 大槌城代を廃し代官を置く。大槌代官所が
設置される

1692（ 元禄５）年 四日町（上町）の浄土宗見生山大念寺
が開創

1706（ 宝永３）年 前川善兵衛２代富永、930両を南部藩に献
金

1726（享保11）年 古廟山を開山した菊池慈泉が生まれる

1764（明和元）年 菊池祖睛が御社地に東梅社創建

1802（ 享和２）年 田鎖丹蔵が改良建網の「たんぞう」を完成さ
せ、漁場開拓に乗り出す

1853（ 嘉永６）年 藩の悪政に対し農漁民らの一揆起こる（三閉
伊一揆）

1869（ 明治２）年 大槌通は江刺県治下に含まれる

1873（ 明治６）年 大槌郵便取扱所開設

1889（明治22）年 市町村制実施。小鎚村・大槌村・吉里吉里村
合併新大槌町となる

1909（明治42）年 御社地に町営のサケ人工ふ化場が開設され、
放流事業を開始

1923（大正12）年 大槌郵便局電話交換業務開始

1753（ 宝暦３）年 日光東照宮修復のため、前川善兵衛４代富
昌、藩から御用金を命ぜられる

1896（明治29）年 大津波来襲（明治三陸大津波）。死者599
人、損害高32万７千円余

1933（ 昭和８）年 大地震・大津波来襲（昭和三陸大津波）。波の
高さ13尺。死者62人、流失倒壊戸数622戸

1945（昭和20）年 釜石、米国海軍の艦砲射撃と空襲受ける。大
槌町にも艦載機が襲撃

1955（昭和30）年 大槌町、金沢村と合併

1960（昭和35）年 チリ地震津波来襲。罹災者6,542人

1972（昭和47）年 国道45号全線開通

1990（ 平成2）年 町制施行100周年記念式典

1997（ 平成9）年 第17回「全国豊かな海づくり大会」が天皇皇
后両陛下ご臨席のもと開催

2005（平成17）年 米国フォートブラッグ市と姉妹都市提携締結

2011（平成23）年 東日本大震災発生

1981（昭和56）年 井上ひさし氏の小説『吉里吉里人』がブームに

1738（ 元文３）年
第７代南部藩主・南部利視が大槌巡見。前川
善兵衛宅に宿す。この時の巡見で安渡浦を
巡航し、珊瑚島を蓬莱島と名付ける

縄 文 早 期 崎山弁天遺跡（吉里吉里）から早期末ごろの
尖底深鉢土器出土

大
槌
町
と
は　

町
の
歴
史
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若
い
世
代
が
中
心
に
な
っ
て

も
う
一
度
活
気
あ
る
商
店
街
へ

　
大
槌
町
の
に
ぎ
わ
い
を
支
え
て
き
た
商
店

街
。
そ
の
に
ぎ
わ
い
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た

内
金
﨑
大
祐
さ
ん（
44
）は
、東
日
本
大
震
災

で
失
わ
れ
た
商
店
街
の
再
生
に
挑
む
。
活
気

と
笑
顔
を
生
み
出
す
た
め
に
。

― 

昭
和
の
商
店
街
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る

こ
と
は
？

　

旧
大
槌
町
役
場
の
近
く
に
は
、二
つ
の
商
店

街
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
一
つ
は
末
広
町
商

店
街
。
昔
は「
横
に
長
い
百
貨
店
」
と
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
お
店
が
連
な
っ
て

い
て
、こ
こ
に
来
れ
ば
何
で
も
そ
ろ
う
。
だ
か

ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

私
の
所
は
か
つ
て
大
町
商
店
街
と
い
う
名
前

だ
っ
た
の
で
す
が
、い
く
つ
か
の
商
店
街
が
合

併
し
て
中
央
商
店
街
と
い
う
名
前
に
な
っ
た
。

た
く
さ
ん
あ
る
お
店
の
一
つ
と
し
て
、う
ち
の

自
転
車
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
の
頃
の

思
い
出
で
す
が
、浪
板
観
光
ホ
テ
ル（
現・三
陸

花
ホ
テ
ル
は
ま
ぎ
く
）に
年
１
回
旅
一
座
が
来

て
い
て
、商
店
街
で
ポ
イ
ン
ト
を
集
め
る
と
、

そ
の
一
座
の
公
演
を
見
ら
れ
る
と
い
う
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
も
や
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
あ
と
は
商

店
街
で
「
よ
市
」
と
か
も
定
期
的
に
や
っ
て
い

ま
し
た
。

― 

今
と
比
べ
る
と
、に
ぎ
や
か
な
感
じ
で

す
か
。

　

昭
和
の
話
で
す
が
、今
と
比
べ
れ
ば
、ず
い

ぶ
ん
と
に
ぎ
や
か
で
し
た
ね
。
商
店
だ
け
じ
ゃ

な
く
、飲
み
屋
さ
ん
と
か
も
あ
っ
て
、老
若
男

女
が
楽
し
め
る
。
そ
う
い
う
「
社
交
場
」
的
な

部
分
も
担
っ
て
い
た
ん
で
す
。
用
は
な
く
て
も
、

お
茶
っ
こ
飲
み
に
来
る
ん
で
す
。
こ
こ
に
来
れ

ば
誰
か
知
っ
て
い
る
人
に
会
え
る
だ
ろ
う
み

た
い
な
感
じ
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
た
だ
、津

波
を
き
っ
か
け
に
し
て
、高
齢
で
店
を
閉
め
て

し
ま
っ
た
人
も
い
る
。
お
店
の
数
も
だ
い
ぶ
減

り
ま
し
た
。
だ
か
ら
自
分
た
ち
の
世
代
が
盛

り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

― 

商
店
街
と
し
て
新
し
い
取
り
組
み
も
始

ま
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。

　

自
転
車
と
カ
フ
ェ
が
融
合
し
た
ス
タ
イ
ル
の

「
チ
ャ
リ
カ
フ
ェ
」と
い
う
お
店
を
２
０
１
８（
平

成
30
）年
３
月
16
日
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

時
間
が
か
か
っ
た
け
れ
ど
、元
の
お
店
が
あ
っ

た
場
所
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
は
月
1
回
、「
お
し
ゃ
っ
ち
横
丁
」
と
い

う
も
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
町
文
化
交
流
セ
ン

タ
ー
お
し
ゃ
っ
ち
の
駐
車
場
に
屋
台
が
ず
ら
っ

と
並
ぶ
ん
で
す
。
や
っ
て
い
る
こ
っ
ち
も
楽
し

い
し
、お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
。
何
よ

り
も
町
の
中
心
部
に
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の

が
い
い
。
ま
あ
、い
い
こ
と
ず
く
め
で
す
。
今

は
中
心
市
街
地
と
い
っ
て
も
、平
日
の
昼
間
は

人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
だ
か
ら
、こ
う
い
う

イ
ベ
ン
ト
が
始
ま
る
こ
と
で
、人
が
集
ま
る
仕

組
み
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。
た
だ
問
題
と
い

え
ば
、人
は
来
る
ん
で
す
が
、こ
の「
お
し
ゃ
っ

ち
横
丁
」
で
完
結
し
て
し
ま
う
こ
と
。
新
し

い
お
店
も
で
き
て
い
る
の
で
、イ
ベ
ン
ト
に
来

た
つ
い
で
に
、も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
お
店
に
も

行
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
次
に
目
指
す
の
は
回

遊
し
て
も
ら
う
こ
と
。
町
の
新
し
い
魅
力
を

見
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

震
災
後
は
町
の
在
り
方
も
変
わ
っ
た
。
そ

れ
も
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
。
こ
う
な
れ
ば
い
い

と
い
う
理
想
は
あ
る
け
れ
ど
、思
っ
た
と
し
て

も
そ
う
い
う
形
に
は
な
ら
な
い
。
嘆
い
て
も

し
ょ
う
が
な
い
し
、現
状
に
合
わ
せ
た
形
に
し

て
い
け
ば
い
い
。
そ
し
て
、そ
の
た
め
に
自
分

が
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。

（
取
材
／
2
0
1
8
年
10
月
）

Episode file
〜あのころの大槌〜

内
う ち

金
か ね

﨑
ざ き

 大
だ い

祐
す け
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