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岩
手
県
の
沿
岸
域
は
、
山
が
海
に
迫
る
数
多

く
の
湾
か
ら
な
る
リ
ア
ス
式
海
岸
で
知
ら
れ
、

沖
合
は
世
界
三
大
漁
場
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
三

陸
沖
。
大
槌
と
言
え
ば
、
や
は
り
漁
業
が
思
い

浮
か
び
ま
す
。

　
「
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
大
槌
は
水
産
業
を
基

幹
産
業
と
し
て
発
展
し
た
町
で
す
。
沿
岸
漁
業

が
中
心
で
す
が
、
サ
ケ
の
孵
化
事
業
が
１
９
０

９
（
明
治
42
）
年
に
始
ま
り
、
岩
手
県
内
で
は

２
番
目
に
古
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
大

槌
の
未
来
や
地
域
づ
く
り
を
語
る
の
で
あ
れ

ば
、
海
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
地
域
資
源

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

『
湧
水
』
や
『
イ
ト
ヨ
』
等
の
自
然
、
井
上
ひ

さ
し
さ
ん
の
『
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん
島
』

の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
蓬
莱
島
等
の
文
化
、
そ
し

て
伊
能
忠
敬
と
大
槌
の
関
わ
り
と
い
っ
た
歴
史

…
…

、
そ
う
し
た
地
域
資
源
を
積
極
的
に
活
か

す
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
震
災
前
か
ら
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
」

　

地
域
資
源
の
中
で
も
、
イ
ト
ヨ
と
い
う
淡
水

魚
に
注
目
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

　
「
大
槌
は
リ
ア
ス
式
海
岸
に
面
し
、
平
地
も

狭
い
の
で
す
が
、
同
様
の
他
の
地
域
と
は
異
な

り
、地
下
水
が
豊
富
で
す
。
地
下
水
は
『
湧
水
』

や
『
自
噴
井
』
と
い
う
形
で
我
々
の
生
活
や
自

然
環
境
に
大
き
な
恵
み
を
も
た
ら
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
象
徴
と
な
る
の
が
、
湧
水
を
源
と
す

る
源
水
川
に
棲
む
『
イ
ト
ヨ
』
な
の
で
す
。
経

緯
を
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
99
年
に
総
合

研
究
大
学
院
大
学
の
研
究
会
が
大
槌
町
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
秋
篠
宮
殿
下
も
研
究
者
の
一
人

と
し
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
源
水
川

の
イ
ト
ヨ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

我
々
が
『
た
だ
の
小
魚
』
と
思
っ
て
い
た
の
が

希
少
な
種
だ
と
分
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、

イ
ト
ヨ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
岐
阜
経
済
大

学
の
森 

誠
一
教
授
の
調
査
に
よ
り
、
大
槌
の

イ
ト
ヨ
は
「
淡
水
型
」
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
、
２
０
０
１
年
に
は
大
槌
で
『
淡
水
型
イ
ト

ヨ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
（
参

加
者
約
８
０
０
名
）。
07
年
に
、
源
水
川
の
淡

水
型
イ
ト
ヨ
と
生
息
地
を
町
の
天
然
記
念
物
に

指
定
し
、
そ
の
後
、
イ
ト
ヨ
観
察
会
の
開
催
や

町
民
に
よ
る
生
息
地
の
環
境
保
全
活
動
へ
と
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
に
と
っ
て
イ
ト
ヨ
は

自
然
環
境
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
す
」

　

大
槌
の
自
然
環
境
の
シ
ン
ボ
ル
・
イ
ト
ヨ
は
、

震
災
後
、
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
「
い
た
ん
で
す
、イ
ト
ヨ
が
。11
年
５
月
26
日
、

秋
篠
宮
ご
夫
妻
が
隣
の
山
田
町
と
大
槌
町
に
お

見
舞
い
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
２
日
前
に
関

係
者
と
一
緒
に
源
水
川
で
見
つ
け
た
の
で
す
。

秋
篠
宮
ご
夫
妻
も
、
お
帰
り
の
際
に
、
視
察
さ

れ
ま
し
た
。
一
時
は
土
砂
や
瓦
礫
で
悲
惨
な
状

況
で
し
た
が
、
自
衛
隊
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支

援
で
湧
水
が
復
活
し
た
お
か
げ
で
す
。
さ
ら
に

昨
年
の
夏
に
は
、
津
波
で
被
害
を
受
け
た
市
街

地
の
水
た
ま
り
や
水
路
で
、
新
し
い
タ
イ
プ
の

イ
ト
ヨ
（
遡
河
型
）
を
確
認
。
こ
れ
は
、
地
元

の
岩
手
日
報
社
会
面
ト
ッ
プ
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
全
国

放
送
で
も
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
森
教
授
は
『
新

し
い
水
域
で
新
た
に
確
認
さ
れ
た
イ
ト
ヨ
は
遡

河
型
イ
ト
ヨ
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
新
規
集

団
に
は
、
源
水
川
の
淡
水
型
が
移
動
し
て
交
雑

が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
が
判

明
。
こ
の
よ
う
に
津
波
が
生
物
の
分
布
拡
散
に

関
与
す
る
事
例
の
発
見
は
き
わ
め
て
稀
で
す
』

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
普
通
な
ら
、
遡
河

型
イ
ト
ヨ
が
見
つ
か
っ
て
も
大
き
な
話
題
に
は

な
り
ま
せ
ん
が
、
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
た
の

も
イ
ト
ヨ
に
注
目
し
て
き
た
大
槌
な
ら
で
は
の

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
町
の
復
興
計
画
で
は
、

14
・
５
メ
ー
ト
ル
の
防
潮
堤
の
建
設
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
町
中
に
あ
ふ
れ
る
湧
水
と
２
タ

イ
プ
の
イ
ト
ヨ
を
、
こ
れ
と
ど
う
共
存
さ
せ
て

い
く
か
が
今
後
の
課
題
で
す
」

　

震
災
直
後
の
支
援
の
中
に
も
湧
水
や
イ
ト
ヨ

に
関
連
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
今
回
の
震
災
で
は
、
実
に
多
く
の
方
々
か

ら
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
湧
水
つ
な
が

り
で
言
え
ば
、
東
京
都
東
久
留
米
市
、
愛
媛
県

西
条
市
、
山
形
県
遊
佐
町
の
皆
さ
ん
に
は
支
援

物
資
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
、
い
ち
早
く
支
援
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
イ
ト
ヨ
で
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
森
先
生
も
支
援
の
会
を
立
ち
上
げ

て
く
だ
さ
り
、
日
頃
の
取
組
み
で
知
り
合
っ
た

皆
さ
ん
が
、
こ
う
し
て
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
た

こ
と
に
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
、
佐
々
木
課
長
に
町
内

を
車
で
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
蓬
莱

島
を
望
む
た
め
赤
浜
地
区
に
向
か
う
途
中
、

佐
々
木
課
長
が
「
も
う
す
ぐ
昼
だ
ね
。
ち
ょ
っ

と
聴
い
て
み
よ
う
か
」
と
車
を
止
め
る
と
、

防
災
用
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
あ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー

が
流
れ
て
き
ま
し
た
。
ジ
ャ
ズ
ピ
ア
ニ
ス
ト

の
小
曽
根 

真
さ
ん
演
奏
に
よ
る
「
ひ
ょ
っ
こ

り
ひ
ょ
う
た
ん
島
」
の
テ
ー
マ
曲
で
す
。「
苦

し
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
さ
、
悲
し
い
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
さ
、
だ
け
ど
僕
ら
は
く
じ
け
な
い
。

泣
く
の
は
い
や
だ
。
笑
っ
ち
ゃ
お…

…

」。
そ

し
て
、佐
々
木
課
長
は
こ
う
付
け
加
え
ま
し
た
。

「
復
興
が
か
な
っ
た
ら
、
蓬
莱
島
を
町
の
名
勝

に
指
定
し
た
い
で
す
ね
。
間
違
い
な
く
、
復

興
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か

ら
も
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
あ

る
『
自
然
・
文
化
・
歴
史
』
に
こ
だ
わ
り
、

復
興
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

■イトヨとは
トゲウオ科イトヨ属。北アメリカ、ヨーロッパ、日本
の北中部を含む極東アジア等北半球に広く分布する冷
水性の魚類。その分布はサケ科魚類とほぼ同様。
1980年代後半から本州各地で、人間活動の影響によ
りイトヨが絶滅または激減した場所に、湧水を復活さ
せる事業が実施されている。イトヨはその生活史から
淡水型と遡河型に分けられる。淡水型は一生淡水域で
過ごすが、遡河型は春に海から河川へ遡上、繁殖後に
親は死に、その稚魚は降海し成長する。源水川に生息
するイトヨは、降海しない淡水型に分類されている。
※参考：森 誠一「郷土力を培う淡水魚の保全ー大槌町のイトヨからー」
　（秋道智彌編『大槌の自然、水、人 未来へのメッセージ』に所収）

■花言葉は「逆境に立ち向かう」
佐々木健さんが館長を務める大槌町立図書館の「利用者
カード」には、ひょっこりひょうたん島に自生するキク科の
多年草「ハマギク」の写真が使われています。偶然でしょ
うか、花言葉は「逆境に立ち向かう」です。

●被災状況
・被災前の人口：16,058人（2011年２月28日現在）
・死 亡 者：800人
・行方不明者：455人
・家屋の全壊・半壊等：3,978棟（全家屋の59.6%）
（出典：大槌町東日本大震災津波復興計画）
＊2013年1月31日現在の人口13,024人、
　世帯数5,454戸

Opinion

復
興
に
自
然・文
化・歴
史
と
い
う
視
点
を
〜
地
域
資
源・イ
ト
ヨ
か
ら
考
え
る

復
興
に
向
け
て
様
々
な
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
中
、「
復
興
に
は
、地
域
に
根
ざ
し
た『
自
然・文
化・歴
史
』と
い
う
視
点
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」と
訴
え
続
け
て
い
る
方
々
が
い
ま
す
。そ
の
中
の
一
人
が
、岩
手
県
大
槌
町
教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
課
長
の

佐
々
木 

健
さ
ん
で
、ご
自
身
も
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
で
す
。津
波
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
大
槌
町
を
訪
ね
、

地
域
資
源
を
活
か
し
た
復
興
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

オピニオン概大槌町 要

大槌川を遡上するサケ。堤防からその姿がはっきりと見える市街地の（湧水のある）水たまりで発見されたイトヨ

津波で流出した蓬莱島の大槌港灯台は昨年12月13日に再建、
１年９カ月ぶりに再点灯された。
灯台のデザインは町民の応募作品から選定したもの

岩手県大槌町教育委員会事務局 
生涯学習課長 兼 図書館長

佐々木 健さん

ささき・けん
大槌町生まれ。1982年大槌町役
場入庁。生き物文化誌学会会員。
共著に『大槌の自然、水、人』（東
北出版企画）、『天恵と天災の文
化誌～三陸大震災の現場から～』
（東北出版企画）等がある。2012
年「第1回東北みらい賞」受賞。

東日本大震災から2年
復興への取組み

特
集

イ
ト
ヨ
が
教
え
て
く
れ
た

大
槌
の
素
晴
ら
し
さ

震
災
後
の
イ
ト
ヨ
、そ
し
て
課
題

震
災
前
か
ら
の
取
組
み

豊
か
な
地
域
資
源
を
活
か
す

宮古市

大槌町

山田町

釜石市

住田町

遠野市

大船渡市

陸前高田市

淡水型イトヨが
生息する源水川
の上流部。下流
部にはサケの孵
化場がある

かつては150近
く確認されてい
た自噴井。瓦礫
を除去した市街
地では、今なお
湧き続ける自噴
井が見られる

多
く
の
支
援
に
感
謝

「
蓬
莱
島
」を
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
に

写真提供：佐々木健氏


