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　2023 年１月現在、日本ジ
オパークは 46か所、そのうち
世界ジオパークに指定されて
いるものは９か所あります。

●

　ジオパークとは、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ごと
楽しむことができる場所をいいます。三陸ジオパークは、青森県・岩手県・
宮城県の３県にまたがる、日本で１番広いジオパークです。約５億年前から
の大地の営みや独特な生態系、地下資源、食、伝統芸能などの文化、そして
大津波の歴史と共生などについて学ぶことができます。
　このテキストを使いながら三陸ジオパークエリア内にある「東日本大震災
津波伝承館」や「高田松原津波復興祈念公園」などを巡り、三陸地域に
おける地震津波の脅威と自然がもたらす恵みについて学び、そこから皆さん
の地域について考えてみましょう。

このテキストについて

三陸ジオパーク

テーマ

エリア

主な
みどころ
（サイト）

「悠久の大地と
 　 海と共に生きる」

青森県八戸市～宮城県
気仙沼市の沿岸16市町村
（南北約220km）

118か所

日本で初めて発見された
恐竜の化石（岩泉町）

総延長 23.7km の
安家洞（岩泉町）

白い岩石と造形が見事な
浄土ヶ浜（宮古市）

日本初日本最長マグマと波がつくった極楽浄土

身の回りの自然現象がどのような脅威と恵みをもたらしているか、
挙げてみよう。

自然現象
（例：地震、大雨）

驚異（災害） 恵み

　空、海、大地…自然は時に、災害として暮らしや命を脅かす「脅威」となる
一方で、命を育むための「恵み」をもたらすという２つの面を持っています。

おびや

事前学習
自然の脅威と恵み

ジオパークで学ぶ

01

1



　青森県から宮城県にかけての沿岸部「三陸地域」の人々は、はるか昔から
海がもたらす脅威と恵みと共に生活してきました。
　大きな脅威として挙げられるのが「津波」。2011 年の東日本大震災津波
は記憶に新しいですが、実はそれよりもずっと昔から、津波は三陸地域を襲っ
ていました。

・地震津波とはどのようなものなのでしょうか。
・人々はどのような備えをしてきたのでしょうか。
・人々は繰り返し襲う津波災害と、どのようにして共生してきたのでしょうか。

そのことを学べるのが三陸ジオパークです。

　「東日本大震災津波伝承館」では、津波災害の歴史や東日本大震災津
波の被害、教訓、そして復興への取り組みなどについて学ぶことができます。
同館で配布している「震災津波学習ノート」（小学生）や「震災津波伝承ノー

ト」（中学・高校生）を活用しながら、
展示を見学・解説員の解説を聞き、
三陸における津波の脅威と海の恵み
について学びましょう。

  ゾーン１ 　歴史をひもとく
　これまでの地震津波の歴史や、海沿いに暮らす人た
ちがどのように津波に備えてきたかを学ぼう。

  ゾーン 2 　事実を知る
　津波の映像や被災地の写真、実際に被災したものや
被災者の声から、津波の恐ろしさを知ろう。

  ゾーン 3 　教訓を学ぶ
　東日本大震災津波の時の行動から、自分や他の人の
命を守る方法やそのための備えについて学ぼう。

  ゾーン4 　復興を共に進める
　震災の後、どのように変わってきたのか、復興が進む
まちの様子を見てみよう。

ゾーン 2   事実を知る

ゾーン 3   教訓を学ぶ

ゾーン4   復興を共に進める

ゾーン 1   歴史をひもとく

三陸ジオパークの
5つの魅力

5億年の多様な大地
三陸の大地が語る、
5億年の歴史リアスの恵みと

テラスの営み
三陸南部のリアス海岸と
三陸北部の海成段丘

リアスの恵みと
テラスの営み
三陸南部のリアス海岸と
三陸北部の海成段丘

　魅力 1

　魅力 2 　魅力 ５

オンリ一ワンの
生態系
大地と気候がもたらす
特殊な生態系

大津波の
歴史と共生
三陸大津波の歴史と
伝承を学び、未来へ

豊かな地下資源
　資源群からつながる
　近代化産業遺産

　魅力 ３
　魅力 ４

津波遺構
たろう観光ホテル（宮古市）

橋野鉄鉱山（釡石市）ハヤチネウスユキソウ

アンモナイトの化石

大野海成稜丘（洋野町）

三陸ジオパークで学ぼう !
～三陸大津波の歴史と伝承、自然の恵み～

ジオパークで学ぶ

02 東日本大震災津波伝承館で学ぼう
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駐車場

古川沼

広田湾

防潮堤（高さ 12.5m）

芝生広場

駐車場

道の駅
高田松原 東日本大震災

津波伝承館

祈りの軸

復興の軸

追悼の広場

被災マツ根株

しおさい橋
松原大橋

旧道の駅
タピック45
（震災遺構）

高田松原

ユースホテル
（震災遺構）

45

国営追悼・祈念施設区域
奇跡の一本松へのルート

岩手県立高田松原
津波復興祈念公園区域

海を望む場

奇跡の一本松 献花の場

　高田松原津波復興祈念公園では、被災した建物等（震災遺構）などを
見ることができます。パークガイドと歩きながら、津波災害や復興の取り
組み、自然の恵み等について確認してみましょう。

　　地域の人々は、繰り返し襲う地震津波とどのように共生してきたのだ
ろう。脅威がある一方で、海・大地からの恵みも…？
パークガイドにも聞いてみよう。

　　【震災遺構等から学ぼう】実際に震災遺構等を見て感じたことを書こう。

　　　　　　　【復興の取り組み】
防潮堤、その上から見える街…東日本大震災津
波被災前と現在とで変わったことは何だろう。
津波災害から命を守るため、どのようなまちづくり
が行われたのだろう。

①旧道の駅タピック45

②陸前高田ユースホステル

③奇跡の一本松

④気仙中学校

⑤下宿定住促進住宅

東日本大震災津波伝承館で学ぼう
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　三陸地域の北部には海成段丘という平坦な丘が広がっており、
牧畜や畑作が営まれています。

海成段丘（テラス）

海が谷に入り込む

　海成段丘は、波浪の侵食によって海面下にできた平
坦な海底が、その後の隆起や海水面の変動によって
地上に現れたもの。数十万～数万年前にできた海成
段丘は三陸海岸一帯に見られ、その平坦面は牧畜な
どに利用されてきました。

　三陸地域の南部には連続する湾が見られます。湾内は波が
穏やかで、海産物の養殖に適しています。

リアス海岸

　氷河期の後に海水面が上昇し、陸地の谷が水没し
てできた海岸がリアス海岸です。三陸南部に多く見ら
れますが、岬と入り江が複雑に入り組んだ地形は、津
波の高さを増大させる一方で、波が穏やかな湾内は
カキなどの養殖業に適しています。

岩盤
堆積物

砂浜 昔の海水面

数十万～数万年前

隆起

海成段丘 昔の海水面

今の海水面

現在

「人々はどのように津波  災害と共生してきたのか。」

乳製品

アイス
クリーム
（野田塩）

新鮮な海の幸
　気仙地方には金山跡が数多くあります
が、玉山金山跡（陸前高田市）の金鉱床は
最も古いおよそ4億5千万年前のもので、
水晶とともに産出されます。周辺の金山も
およそ1億2千万年前にできた鉱床とされ
ます。気仙地域の金は中尊寺の金色堂
（岩手県平泉町）にも使用されています。

　琥珀とは、地上に繁茂していた樹木の
樹脂が土砂などに埋もれ化石化したもの
です。久慈の琥珀は、およそ9000万年前
の白亜紀のもので、ナンヨウスギの樹脂
からできたと考えられています。

　釡石鉱山一帯は良質な鉄のほか銅や
金も産出します。安政4（1857）年、盛岡藩
士大島高任が大橋で日本で初めて鉄鉱石
を原料に洋式高炉で連続出銑に成功しま
した。明治に「釡石製鉄所」が発足し、製鉄
の町として繁栄しました。

　野田玉川鉱山は、日本有数の
マンガン鉱床として採石が行わ
れていました。

久慈琥珀

近代製鉄発祥の地

気仙の豊富な産金

野田玉川鉱山跡

しゅっせん

今出山金山跡

橋野鉄鉱山

…見学の中で色々な答えを聞いたものと思います。難しい問いかけですが、　ヒントのひとつとなるのが自然の恵みや、そこから生まれた様々な産業。
　　　海や大地は津波などの脅威だけでなく、恵みも　もたらしてきたのです。その一例を見てみましょう。

地形を利用した
三陸の産業

地形を利用した
三陸の産業

三陸における自然の恵み

「テラス」と「リアス」が育む
おいしい食べ物

ヒント ヒント
豊かな地下資源
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　　他には何があるだろう。
　　ガイドのお話や調べた結果をもとに書いてみよう。

　　道の駅高田松原や、陸前高田市立博物館でも
ヒントが見つかるかも！見学しながら調べてみよう。

　　自然の恵みを生かした産業は、時代によっても変化しています。
例えば、金や鉄はかつて広く採掘されていましたが、現在ではどうでしょ
うか。現代において重要になっている産業は何でしょうか。調べてみよう。

自然など 産　業

★「三陸ジオBOOK」（P5・P12ほか）なども参考に！

三陸における自然の恵み

98



私たちの地域ではどのような自然災害があるでしょうか。
※地域のハザードマップなどで調べてみましょう。

　三陸地域で学んだこと、感じたことを振り返りながら、今度は皆さんが
住む地域について学び、考えてみましょう。
　皆さんの地域ではどのような自然の脅威・恵みがあるでしょうか。人々は
どのように共生してきたのでしょうか。

自然災害から地域を守るため、市町村や地域の団体等では
どのような取り組みが行われているでしょうか。

自分の身を守るため、
私たちにできることは何でしょうか。

私たちの地域には、どのような自然の恵みがあるでしょうか。

自然の恵みを生かし、どのような産業が発達しているでしょうか。

見学後の学習
私たちの地域の脅威と恵み

ジオパークで学ぶ
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三陸ジオを活用した理科
授業用副読本。

三陸ジオBOOK

※詳しくは三陸ジオパーク推進協議会までお問い合わせください。

三陸ジオパークの魅力や
見どころを紹介している
マップ。

三陸ジオマップ

三陸ジオパーク
VR動画

スマホや VR ゴーグルで
三陸ジオパークの名所を
360°体験！

三陸ジオを活用した中
学校理科授業の指導案
７事例を掲載。

三陸ジオ活用
授業参考資料集
【先生向け】

三陸ジオパークの魅力や
津波災害の歴史、エリア
内でみられる震災遺構等
を紹介。

東日本大震災津波と
三陸ジオパーク

三陸ジオパークの魅力を
マンガで解説。

三陸ジオパークへ
行こう！

ＱＲから
デジタルブック
が見れます。

YouTube
再生リストは
コチラ。

【 東日本大震災津波伝承館について 】
東日本大震災津波伝承館
電　話：0192-47-4455
メール：AJ0007@pref.iwate.jp

【 高田松原津波復興祈念公園パークガイドについて 】
　　　   ガイドのご予約、ご相談について

パークガイド受付事務局
電話：090-7528-8182
メール：takata-parkguide@mrgt.or.jp

　　　 ご予約以外のお問い合わせについて

（一社）陸前高田市観光物産協会
電話：0192-54-5011
メール：rikutaka-kankou@crest.ocn.ne.jp

【 陸前高田市立博物館について 】
陸前高田市立博物館
電話：0192-54-4224
メール：muse@city.rikuzentakata.iwate.jp

【 三陸ジオパークについて 】
三陸ジオパーク推進協議会
電話：0193-64-1230
メール：info@sanriku-geo.com 

青森・岩手・宮城の
大地と海の魅力満載

味わう！

三陸ジオ
マップ見る！ 知る

！

S a n r i k u  G e o p a r k  M a p

三陸ジオパーク副読本

地球活動を
三陸で学ぼう三陸

ジオBOOK

年 組

岩 手 県

より知るために 資料紹介
問い合わせ先等
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MEMO MEMO
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津波遺構
たろう観光ホテル
【 宮古市 】

高田松原の一本松

【 陸前高田市 】

羅賀の津波石

【 田野畑村 】

 金

今出山金山【 大船渡市 】　  
　玉山金山【 陸前高田市 】ほか

塩

【 三陸地域各地 】

ウニ・ホタテ・
アワビ・ホヤ

【 三陸地域各地 】

MEMO

16
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