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　関東大
だい

震
しん

災
さい

発生直後、内
ない

務
む

大臣となった後
ご

藤
とう

新
しん

平
ぺい

（元東京市長）は、なんと地震の発
生から５日後には「帝

てい

都
と

復
ふっ

興
こう

の議
ぎ

」という提案を出しました。「復
ふっ

旧
きゅう

」ではなく「復
ふっ

興
こう

」
を掲げ、１か月足らずで帝都復興院を設置し、猛

もう

烈
れつ

なスピードで復
ふっ

興
こう

に取り組んだのです。
　それは、震

しん

災
さい

に負けない、震
しん

災
さい

に強い東京をめざし、世界に誇
ほこ

れる大都市として、東
京を大改

かい

造
ぞう

するためでした。

　後藤新平の復
ふっ

興
こう

案は、壮
そう

大
だい

な理想案でしたが、
莫
ばく

大
だい

な費用がかかることもあって、次第に縮
しゅく

小
しょう

さ
れます。理想案からは後退しましたが、震

しん

災
さい

復
ふっ

興
こう

事業は、道路・上下水道・公園・教育・住宅など、
多
た

岐
き

にわたって実行されていきました。
　幅の広い幹

かん

線
せん

道路がつくられ、焼け野原と
なった下町地区を中心に区画整理がされ、鉄筋コ
ンクリート建築による建物の不

ふ

燃
ねん

化
か

が図られまし
た。市民からの義えん金により同

どう

潤
じゅん

会
かい

が設立され、
住宅の供給も行われました。
　現

げん

在
ざい

の大都市東京の骨
こっ

格
かく

が形づくられたのです。

困
こ ん

難
な ん

を乗り越
こ

え、東京は復
ふ っ

興
こ う

へ

東京都震災復興記念館（墨田区）
　東京都震

しん

災
さい

復
ふっ

興
こう

記念館には、関東大
だい

震
しん

災
さい

とその後の復
ふっ

興
こう

事業についてのさまざまな資料が展示されています。

　昭和5年開催『帝
てい

都
と

復
ふっ

興
こう

展
てん

覧
らん

会
かい

』に出品された八
や

重
え

洲
す

橋付近（東京駅前）の模
も

型
けい

［東京都震
しん

災
さい

復
ふっ

興
こう

記
き

念
ねん

館
かん

所
しょ

蔵
ぞう

］

後
ご

藤
とう

新
しん

平
ぺい

の「復
ふっ

旧
きゅう

」ではなく「復
ふっ

興
こう

」へ

現在の東京を築
きず

いた震
しん

災
さい

復興事業

　関東大
だい

震
しん

災
さい

で大きな被害を受けた東京は、どのように町を復興していったのでしょうか。
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▶復
ふっ

興
こう

小学校
　関東大

だい

震
しん

災
さい

では、当時の東京市内の小
学校の多くが倒

とう

壊
かい

・焼
しょう

失
しつ

しました。被災事
業の一環として建てられた復

ふっ

興
こう

小学校は、
防災や都市計画の観点に基づき、鉄筋コ
ンクリート建築を採用し、校舎全体に曲
線や曲面が多用され、各校ごとに個性的
なデザインの外観が取り入れられました。

▶復
ふっ

興
こう

公園
　多くの人々が逃げ場を失い犠

ぎ

牲
せい

となった震災
の教訓から、隅

すみ

田
だ

公園、浜
はま

町
ちょう

公園、錦
きん

糸
し

公園の
三大公園をはじめ、各地にたくさんの小公園が
作られました。普

ふ

段
だん

は市民の憩
いこ

いの場として、
災害時には避

ひ

難
なん

場所としての大切な役割を果た
しています。

▶復
ふっ

興
こう

道路
　東京の町を十字に結ぶ昭和通りと大正
通り（現在の靖

やす

国
くに

通り）をはじめとして、
幹線道路が整備されました。復

ふっ

興
こう

道路は、
現在の東京の動

どう

脈
みゃく

ともなっています。

昭和初期の靖国通り（千代田区）［東京都震
しん

災
さい

復
ふっ

興
こう

記念館所蔵］

昭和6年（1931）開園の隅田公園　（墨田区・台東区）
［台東区立下

した

町
まち

風
ふう

俗
ぞく

資
し

料
りょう

館
かん

所蔵］

中央区立泰
たい

明
めい

小学校

防災に強い都市づくり

総社

　過
か

去
こ

は日々に遠くなる、未来は日々に近くなる、一
いち

日
じつ

を経
ふ

れば一日だけ大災害を被
こうむ

っ

たのは遠くなるのである、壮
そう

美
び

な大東京建設の日には近づくのである。

　此
こ

の際は一にも勇気である、二にも勇気である、三にも四にも何
な

にも彼
か

にも勇気である。
（幸

こう

田
だ

露
ろ

伴
はん

「震
しん

災
さい

者に贈る言葉」）

関東大
だい
震
しん
災
さい
から一年

復
ふっ
興
こう
めざし

防
ぼう

災
さい

トピック

「一に勇気、二に勇気・・・」

行
ぎょう

政
せい

機関による「公
こう

助
じょ

」
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　平成7年（1995）1月17日、午前5時46分、
兵庫県淡路島北部を震

しん

源
げん

とするマグニチュード7.3
の大
おお

地
じ

震
しん

が発生しました。
　これが兵庫県南部地震です。この地震により兵
庫県南部一帯は震

しん

度
ど

6の大きなゆれにおそわれま
した。特に震度7の激

げき

震
しん

が記録された神戸市では、
多くの木造家屋が倒

とう

壊
かい

し、あちこちから火の手が
いっせいに上がりました。発生時刻が真冬の早朝
であったため倒

たお

れた家の下じきになって亡
な

くなっ
た方や、本

ほん

棚
だな

や食器棚などの家具の転
てん

倒
とう

によりけ
がを負った方が数多くいました。
　また通信経

けい

路
ろ

が寸断されたり、鉄道の駅や高速
道路が倒壊したりするなど人々の生活に大きな被

ひ

害
がい

がおよびました。

阪
は ん

神
し ん

・淡
あ わ

路
じ

大
だ い

震
し ん

災
さ い

被
ひ

災
さい

状
じょう

況
きょう

死者・行方不明 : 6,437人

 （内、行方不明者3人） 

住
じゅう

 家
か

 全
ぜん

 壊
かい

 : 104,906戸 

住 家 半
はん

 壊
かい

 : 144,274戸 

建 物 焼
しょう

 失
しつ

 : 7,574戸

（半焼・部分焼等含む）
総務省消防庁　確定報：
平成 18 年（2006）5 月 19 日

平成7年（1995）1月17日　午前5時46分　発
はっ

災
さい

崩
ほう

壊
かい

した阪神高速道路

延
えん

焼
しょう

で次第に焼け落ちてゆく兵庫県神
こ う べ

戸市兵庫区の民家
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〈兵庫県南部地震〉

　阪神・淡路大
だい

震
しん

災
さい

では、神戸港は壊
かい

滅
めつ

的
てき

な被害を受
けました。その後、復

ふっ

旧
きゅう

・復
ふっ

興
こう

が進み、周りの状況はすっ
かり変わりましたが、兵庫県神戸市中央区にあるメリ
ケン波

は

止
と

場
ば

には、被災したあの日の状況を今に伝える
岸
がん

壁
ぺき

が約60mにわたって残されています。
　震
しん

災
さい

の恐ろしさを後世に伝える貴
き

重
ちょう

な史
し

跡
せき

の一つです。

神戸港震災メモリアルパーク
防
ぼう

災
さい

トピック

ボランティア元年〜自分にできることから〜

　阪神・淡路大
だい

震
しん

災
さい

の被災地には、日本全国、
そして世界各地から多くのボランティアが駆

か

け
つけました。そこで平成 7 年（1995）は、日
本での「ボランティア元年」と呼

よ

ばれるように
なりました。また国は、毎年 1 月 17 日を「防

ぼう

災
さい

とボランティアの日」、1 月 15 日から 21 日
を「防災とボランティア週間」とすることを定
めました。
　当時、あらゆる世代のボランティアが活

かつ

躍
やく

し
ましたが被災地の小学生たちは、自分にできる
ことは何かと考え、身近なことからすすんでボ
ランティアに取り組みました。

たらいでお湯をわかすため、火の番をする子供たち（兵庫県神戸市東灘区） 
〔平成7 年（1995）1月 19 日〕

避
ひ

難
なん

所
じょ

で朝食のおにぎりを配給
 （兵庫県神戸市東

ひがし

灘
なだ

区） 
〔平成 7 年（1995）1 月 18 日〕 

被災した店
てん

舗
ぽ

の片
かた

づけを手伝う子
こ

供
ども

たち（兵庫県西
にしのみや

宮市）　
〔平成 7 年（1995）1月19 日〕 

社 総
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　平成23年（2011）3月11日午後2時46分、東北地方太平洋沖
おき

を震
しん

源
げん

とするマ
グニチュード9.0の巨

きょ

大
だい

地震が発生しました。この地震により、震度6強以上の強い
ゆれが、東北と関東の広い範

はん

囲
い

で観
かん

測
そく

されました。
　その後、大

おお

津
つ

波
なみ

が太平洋沿
えん

岸
がん

部
ぶ

を繰
く

り返し襲
おそ

い、約500㎞にも及ぶ沿岸各地で
は、町や集落が丸ごと流されるという、それは過

か

酷
こく

な状
じょう

況
きょう

となりました。さらには、
大
おお

津
つ

波
なみ

によって冷
れい

却
きゃく

機
き

能
のう

を失った福島第一原子力発電所から放
ほう

射
しゃ

性
せい

物
ぶっ

質
しつ

が漏
も

れ出し、
住民の避

ひ

難
なん

、土
ど

壌
じょう

汚
お

染
せん

などの問題が発生しました。その後、放
ほうしゃのうかんれん

射能関連の風
ふうひょう

評被
ひ

害
がい

も起こっており、事態はまだおさまっていません。
　この震

しん

災
さい

の被害は、死者と行
ゆく

方
え

不
ふ

明
めい

者は約2万2千人、全
ぜん

・半
はん

壊
かい

家
か

屋
おく

約40万戸と、
とても大きなものです。

東日本大
だ い

震
し ん

災
さ い

　　　　

岩手県釜
かま

石
いし

市、巨大津波が街中を襲
おそ

う　［平成23年（2011）3月11日］ 炎上する宮城県気
け

仙
せん

沼
ぬま

港内
［平成23年（2011）3月11日］

被
ひ

災
さい

状
じょう

況
きょう

死者・行方不明 : 22,118人

建 物 全
ぜん

 壊
かい

 : 121,768戸 

建 物 半
はん

 壊
かい

 : 280,160戸 

建 物 焼
しょう

 失
しつ

 : 　   330戸
消防庁発表：平成 29 年（2017）3 月 8 日現在

　気
き

象
しょう

庁
ちょう

は、この地震を「平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震」と命名しました。また、
東北地方太平洋沖地震及びこれに伴

ともな

う原子力発電所事故による災害については、「東日本大
だい

震
しん

災
さい

」
と呼

こ

称
しょう

しています。
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〈東北地方太平洋沖
おき

地震〉

　防災の心
こころ

構
がま

えとして、有名な言葉です。物理学者の寺
てら

田
だ

寅
とら

彦
ひこ

の言葉と言われていま
すが、寺田博士の著

ちょ

作
さく

の中で確
かく

認
にん

することはできません。実
じっ

際
さい

は、寺田博士の弟子で
「雪博士」として知られる中

なか

谷
や

宇
う

吉
きち

郎
ろう

が、関東大
だい

震
しん

災
さい

の後、恩
おん

師
し

の言葉として書き記し
たものです。寺田博士は、この他にも防災の格言をいくつも残しています。

●「自然は過
か

去
こ

の習
しゅう

慣
かん

に忠
ちゅう

実
じつ

である」

●「ものをこわがらな過
す

ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、　
　正当にこわがることはなかなかむつかしい」

「天
てん

災
さい

は忘
わす

れた頃
ころ

にやってくる」

防
ぼう

災
さい

トピック

宮城県仙台湾に到
とう

達
たつ

した津波

岩手県大槌町赤
あか

浜
はま

地区の民宿の上に乗
の

り上げた隣
となり

町
まち

の釜
かま

石
いし

市の観光船「はまゆり」

警
けい

視
し

庁
ちょう

警
けい

備
び

犬
けん

による懸
けん

命
めい

の捜
そう

索
さく 警視庁航空隊による空からの救助

倒
とう

壊
かい

した岩手県大
おお

槌
つち

町役場

社 総
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日
本
初
の
地
震
事
典

『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り

』に
見
ら
れ
る
大お
お

地じ

震し
ん

　

東
日
本
大
震
災
は
、
平
安
時
代
に
東
北
地
方
を
襲お
そ

っ
た

貞
観
地
震
と
似
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
時
代
を
生
き

た
菅す
が

原
わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

は
、
日
本
初
の
地
震
事
典
を
編へ
ん

さ
ん
し
て
い

ま
す
。
こ
の
本
は
、
今
で
も
平
安
時
代
以
前
の
地
震
の
研

究
に
か
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
に
作
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
に
も
、
大
地
震

の
様
子
が
描え

が

か
れ
て
い
ま
す
。
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

の
弟
、
義よ

し

経つ
ね

に
率ひ

き

い
ら
れ
た
源
氏
の
武
士
た
ち
は
、
平へ

い

家け

と
の
戦た

た
か

い
に
勝
ち

進
み
、
と
う
と
う
、
元げ

ん

暦り
ゃ
く

二
年
（
一
一
八
五
）、
壇だ

ん

ノの

浦う
ら

の
戦
い
で
、
平
家
を
ほ
ろ
ぼ
し
ま
し
た
。

　

源げ
ん

平ぺ
い

の
戦た

た
か

い
が
終
わ
り
、
や
っ
と
世
の
中
が
落
ち
着
く

と
思
わ
れ
た
こ
の
年
、
琵び

琶わ

湖こ

の
南
部
か
ら
京
都
に
か
け

て
大だ

い

災さ
い

害が
い

を
も
た
ら
し
た
元げ

ん

暦り
ゃ
く

地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
の
様
子
を
『
平
家
物
語
』
で
は
、
次
の
よ
う

に
表
し
て
い
ま
す
。　

（
現
代
語
訳
）

　

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
崩く

ず

れ
落
ち
る
音
は
、
ま
る
で
雷

か
み
な
り

の

音
の
よ
う
で
、
ま
い
上
が
る
ほ
こ
り
は
、
煙け

む
り

の
よ
う
で
し

た
。
そ
の
粉ふ

ん

じ
ん
で
空
は
真
っ
暗
に
な
り
、
陽ひ

の
光
も
見

え
ま
せ
ん
。
老お

い
も
若わ

か

き
も
た
だ
た
だ
お
ど
ろ
き
、
鳥
や

け
も
の
ま
で
も
が
、
ぼ
う
然
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

大
地
は
ひ
び
割わ

れ
、
そ
こ
か
ら
水
が
わ
き
出
て
き
ま
し

た
。
山
は
く
ず
れ
て
、
そ
の
土
砂
が
河
を
う
ず
め
、
海
は

う
ね
っ
て
、
浜
を
水
び
た
し
に
し
ま
し
た
。
な
ぎ
さ
を
こ

ぐ
船
は
波
に
ゆ
ら
れ
、
陸
を
行
く
馬
は
、
足
場
が
定
ま
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
水
が
増ま

し
洪こ

う

水ず
い

と
な
っ
て
押お

し
寄よ

せ
て

き
た
な
ら
、
丘
に
登
っ
た
と
し
て
も
ど
う
し
て
助
か
る
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
猛も

う

火か

が
迫せ

ま

っ
て
き
た
な
ら
ば
、
河
を

へ
だ
て
て
い
る
と
し
て
も
助
か
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

全
く
恐お

そ

ろ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
は
大
地
震
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　
『
平
家
物
語
』
は
、
琵
琶
を
弾ひ

き
な
が
ら
語
る
琵
琶
法ほ

う

師し

た
ち
に
よ
っ
て
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
平
家
物
語

に
登
場
す
る
人
々
の
思
い
と
と
も
に
、『
平
家
物
語
』
に

描
か
れ
た
大
地
震
の
恐
ろ
し
さ
も
、
時
を
越
え
て
人
々
に

語
り
継つ

が
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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カ
ル
タ
遊
び
で
知
ら
れ
る
『
小
倉
百
人
一
首
』
は
、
鎌

倉
時
代
の
歌
人
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の
さ
だ定
家い

え

が
、
京
都
の
小
倉
山
の
山さ

ん

荘そ
う

で
、
飛あ

す
か鳥

時
代
か
ら
鎌か

ま

倉く
ら

時
代
ま
で
の
百
人
の
歌
人
の
歌

を
、
一
人
一
首
ず
つ
、
百
首
を
選
ん
で
ま
と
め
た
も
の
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
中
に
は
、『
枕ま

く
ら
の
そ
う
し

草
子
』
の
筆ひ
っ

者し
ゃ

で

あ
る
清せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん

少
納
言
の
父
、
清き

よ

原は
ら
の

元も
と

輔す
け

の
歌
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

ち
ぎ
り
き
な　

か
た
み
に
袖そ
で

を
し
ぼ
り
つ
つ

末す
ゑ

の
松
山　

波
こ
さ
じ
と
は

清　

原　

元　

輔

（
現
代
語
訳
）

　（
二
人
で
固
く
）
約
束
し
ま
し
た
よ
ね
。
お
互
い

に
涙

な
み
だ
を
流
し
な
が
ら
、「
末
の
松
山
を
波
が
越
す
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
二
人
の
気
持
ち
は
永と

遠わ

に
変
わ

ら
な
い
よ
ね
。」
と
。（
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
あ

な
た
の
気
持
ち
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。）

『
小お 
倉ぐ

ら 

百ひ
ゃ
く 

人に
ん 

一い
っ 

首し
ゅ

』

　
「
末
の
松
山
」
は
、宮
城
県
多た

賀が

城じ
ょ
う

の
近
く
に
あ
り
ま
す
。

貞じ
ょ
う

観が
ん

十
一
年
（
八
六
九
）
に
起
こ
っ
た
貞
観
地
震
の
際さ

い

に

も
、
三さ

ん

陸り
く

沿え
ん

岸が
ん

を
襲お

そ

っ
た
大
き
な
津つ

な
み波

は
、
こ
の
「
末
の

松
山
」
を
越
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
末
の
松
山　

波

こ
さ
じ
と
は
」
は
、「
絶
対
に
起
こ
り
得
な
い
こ
と
」
の

例た
と

え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
東
日
本
大だ

い

震し
ん

災さ
い

で
も
、「
末
の
松
山
」
の
す
ぐ

近
く
ま
で
津
波
は
押
し
寄
せ
ま
し
た
が
、
つ
い
に
、
大
き

な
波
は
「
末
の
松
山
」
は
越
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

末す
え

の
松
山
　
波
こ
さ
じ
と
は

先せ

ん

人じ

ん

が
教
え
る
地
震
、
伝
え
る
地
震

国

末の松山石
せき

碑
ひ

（
え
）
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先人が伝える防
ぼ う

災
さ い

の教え
　東京には、自然災

さいがい

害の恐
おそ

ろしさや防災の教訓を今に伝える史
し

跡
せき

や言い伝えが数多く残っ
ています。みなさんも自分の地

 ち いき

域にあるこうした教えを調べてみましょう。

�　明治三陸地震津波は、明治29年（1896）

6月15日、岩手県釜
かまいし

石市の東方200ｋｍ

を震
しんげん

源として起こったマグニチュード8.2

の大地震です。地震の発生から30分後に、

海
かいばつ

抜38.2ｍという巨大津波が北海道から

牡
お

鹿
しか

半
はん

島
とう

に至
いた

る三陸海岸を襲
おそ

い、約2万2

千人の死者を出しました。右の写真は当時

の被
�ひ�がい

害状
じょうきょう

況を今に伝える貴
き�ちょう

重な1枚ですが、

P.21の釜石市の観光船「はまゆり」の写真

と同様、津波の恐ろしさを後世に伝える大

事な記録といえるでしょう。

被
 ひ がい

害をくり返さないために…明治三陸地
じ

震
しん

津
つ

波
なみ

の記録

防
ぼう

災
さい

トピック

明治三陸地震津波で陸に打ち上げられた帆
はんそうせん

走船「長安丸」
写真の裏面には、釜石港内に停

ていはく

泊していた船が300 ～ 600ｍ先
の陸上に押し流されたことが記されている。

［石
いし

黒
ぐろ

敬
けい

章
しょう

氏所
しょ

蔵
ぞう

］
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　大正12年（1923）9月1日に発生した関東大
だい

震
しんさい

災では、
大
だい

火
か

災
さい

が発生し、逃
に

げ場をなくした大
おお

勢
ぜい

の人々は、当時造
ぞう

成
せい

中であった現在の横網町公園に避
ひ

難
なん

しました。その時、
火災旋

せん

風
ぷう

が発生し約3万8千人の方が犠
ぎ

牲
せい

となりました。

　関東大
だい

震
しん

災
さい

の時、神
かんだ

田佐
さ

久
く

間
ま

町
ちょう

一帯にも火の手が迫
せま

りま
した。そこで町の人は大人も子

こ

供
ども

も一
いち

丸
がん

となって、二日間
にわたりバケツリレーをするなどの消火活動を行ったので
す。こうした人々の努力の結果、町は大火から守られ、一
人の死者も出しませんでした。

大
おお

地
じ

震
しん

にかかわるもの

震
しんさい

災遭
そう

難
なん

児
  じ  どう

童弔
ちょうこん

魂像
ぞう

● 東京都立横
よこあみ

網町公園の東京都慰
い

霊
れい

堂
どう

・復
ふっ

興
こう

記
き

念
ねん

館
かん

　 所在地：墨田区横網２－３－２５

●「防火守
しゅ

護
ご

の地」の碑　
　 所在地：千代田区神

か ん だ

田和
い ず み

泉町
ちょう

１－３００
　　　　 （千代田区立和泉公園内）
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先人が伝える防
ぼ う

災
さ い

の教え

● 蜂
はち

が例年より巣を低く作る年は台風が多い。

● 二
に ひゃく とお か

百十日、二
にひゃく

百二
は つ か

十日は台風が来る。
　　※二百十日は、立春から二百十日目の日。9月1日ごろに当たり、この前後は台風が来ることが多い。
　　　二百二十日は、9月10日ごろで、同じく台風が多いことで知られる。

● 地震の時は竹やぶに逃げろ。

各地に残る防災の言い伝え
防
ぼう

災
さい

トピック
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　関東大
だい

震
しん

災
さい

の被災者３万人以上がこの植物園
内に避難し、その一部は、ここにあった避難所で
長期の生活を余

よ

儀
ぎ

なくされました。最後の被
ひ

災
さい

者
しゃ

が退
たい

去
きょ

したのは、大正14年（1925）1月のこ
とでした。

　小高い丘の上にかつてあった大仏
は安政2年（1855）の江戸地震で
落下し、その後、修

しゅう

理
り

されましたが、
関東大

だい

震
しん

災
さい

でふたたび落下しました。
頭部、胴

どうたい

体は太平洋戦争中、金
きん

属
ぞく

資
し

源
げん

として供
きょうしゅつ

出されてしまい、現在は大
仏の顔だけが残っています。

　災害時に避難者を受け入れる防災機能をもった東糀谷防災公園
には、潮位計が設置されています。潮位計には、東糀谷地区に流
れる呑

のみ

川
かわ

の防
ぼう

潮
ちょう

堤
てい

の高さと過去の大きな台風が来
らい

襲
しゅう

した時の潮
しお

の
高さが示

しめ

されています。潮位とは、潮の干
かん

満
まん

によって変化する海
面の高さのことです。

風水害にかかわるもの

● 小石川植物園の「大震災記念碑」
　 所在地：文京区白山３－７－１

社 総

● 大田区立東
ひがし

糀
こうじ

谷
や

防災公園の潮
ちょう

位
い

計
けい

　 所在地：大田区東糀谷４－５－１　

● 上野の大
だいぶつ

仏
　 所在地：台東区上野公園内


