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第1節　いわて復興インデックス
＊〔－〕がついているものはマイナス指標（減少することが望ましいもの）

①人口総数（沿岸）　令和元（2019）年９月１日現在の沿岸部の人口は234,018人であり、震災前（平成23［2011］年３月
１日現在）と比較すると、38,919人（14.3％）の減少であり、男女別では、男性は14,692人（11.4％）の減少、女性は24,227人
（16.8％）の減少となっている。

③有効求人倍率（原数値）（沿岸）　沿岸部（釜石、宮古、大船渡、久慈地域）の有効求人倍率（原数値）は、平成24（2012）年
７月以降87カ月連続（令和元年９月時点）で１倍台を維持している

②人口の社会増減（累計）（沿岸）　沿岸部の平成23年３月から令和元年８月までの人口の社会増減は18,963人（累計）の
減少となっている。男女別では、男性が7,739人の減少、女性が11,224人の減少となっている。

※令和元（2019）年11月公表分までの数値を基に編集、抜粋
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④有効求職者数（沿岸）〔－〕　有効求職者数は、震災直後の平成23年５月以降、全体として見れば減少傾向が続いている。
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⑤企業倒産件数（年度累計）（沿岸）〔－〕　平成23年度以降、企業倒産件数（年度累計）は10件以下で推移している。
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⑥大型小売店販売額（全県）　県全体の大型小売店販売額の推移を見ると、平成28（2016）年以降はそれ以前と比較して
やや減少している。
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⑦鉱工業生産指数（全県、季節調整済指数）　県全体の鉱工業生産指数の推移を見ると、平成30（2018）年５月以降はそれ
以前と比較してやや上昇している。
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（世帯）
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第4章　資料編　● 第1節　 いわて復興インデックス

⑩新設住宅着工戸数（年度累計）（沿岸）　沿岸部の新設住宅着工戸数の年度累計の推移を見ると、平成25年度をピークと
して減少傾向にある。

⑪生活保護世帯数（沿岸）〔－〕　生活保護世帯数は、震災後の平成23年４月以降11ヶ月連続で減少し、平成24年３月以降は
横ばい、平成27（2015）年４月以降は微減傾向で推移してきたが、平成30年３月以降微増傾向で推移している。

⑧公共工事請負金額（年度累計）（全県）　県内で発注された公共工事請負金額の年度累計の推移を見ると、平成23年度から
増加しており、平成25（2013）年度以降はほぼ横ばいとなっていたが、平成30年度は前年度比12.8％の減少となった。

⑨一人当たり所得（年累計）（沿岸）　一人当たり所得の年累計の推移を見ると、県全体で平成22年度以降増加傾向にあり、
その中でも沿岸地域は、平成22年比で141.0％と、県内の他の地域より伸び率が高くなっている。
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※公共工事請負金額は、県内で発注された国、独立行政法人、県、市町村等の事業について合計したもの

保健・福祉・医療3
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⑭交通事故件数（年度累計）（沿岸）〔－〕　沿岸部の交通事故件数は、平成24年度以降はおおむね減少傾向にある。

　令和元年９月末現在の沿岸部の医療機関（自院又は仮設施設で診療を行っている病院、診療所及び歯科診療所の合計）は
211箇所であり、震災前（平成23年３月）の数値と比較すると87.9％となっている。また、９月末現在における薬局（自薬局又は
仮設施設で営業している薬局の合計）は94箇所であり、震災前（平成23年３月）の数値と比較すると94.0％となっている。

⑬医療提供施設数（沿岸）

⑫介護施設等定員数（沿岸）

　沿岸部（住田町含む）の介護施設等定員数（新設分を含む）は増加傾向にあり、令和元年９月１日時点では震災前（平成23年
３月）と比較すると123.2％となっている。
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薬局
施設数 100 79 91 92 90 94 95 98 94 94

平成23年3月比 — 79.0% 91.0% 92.0% 90.0% 94.0% 95.0% 98.0% 94.0% 94.0%

単位：箇所、基準値：医療機関 240 箇所・薬局 100 箇所

その他4



370

がれきの撤去、支援物資の運送、給水、給食のほか、女性
自衛官による「お話伺い隊」が避難所を巡回して傾聴活動
を行うなど、138日間にわたり多方面での支援活動を展開
した。

　また、地元消防団員も、自ら被災した団員も多い中、被災
住民の救助や避難所の運営支援、行方不明者の捜索活
動などを行ったほか、近隣市町村の消防団員延べ1,400名
以上による支援活動が行われた。

　東日本大震災津波では、10万７千人という空前の規模
で自衛隊が派遣された。陸・海・空の３自衛隊が、訓練以外
で統合任務隊として運用されたのは初めてのことであった。
　自衛隊は、被災者の救出や行方不明者の捜索のほか、

　本県からの緊急消防救助隊派遣要請により、全国からの
緊急消防援助隊の派遣数が延べ2,279隊、7,633人にの
ぼり、名古屋市消防局が県内消防活動全般の指揮をとるな
ど、多くの都道府県隊の支援による活動が行われた。

自衛隊による活動

消防による活動

県外から被災地に到着した消防車群（陸前高田市） 緊急消防援助隊（大船渡市）

行方不明者の捜索（大船渡市） 音楽隊によるミニコンサート（田野畑村）

第2節　全国・海外からの応援
第4章　資料編
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　平成23（2011）年度から平成28
（2016）年度まで１都15県から延
べ226人の警察官が本県に特別出
向し、被災地の良好な治安の確保
のため、応急仮設住宅の巡回やパ
トロール活動をはじめ、交通安全活
動、犯罪の取締りなどに従事した。
　また、大船渡・釜石・宮古署では、
沿岸地域の児童・幼児を対象に、
ヒーロー寸劇等による防犯啓発活
動も行った。

被災市町村への職員派遣

全国から本県への
警察官の特別出向

派遣職員の職場の様子（平成30年度、大槌町役場）

特別出向警察官着任式

警察官によるヒーロー寸劇

（単位：人）●平成23年度から平成30（2018）年度までの人材確保の状況（職種別）

●本県への警察官特別出向人数

必要人数 派遣決定数
一般事務

土木 建築 保健師 その他
うち用地関係

平成23年度（H24.3.1現在） ― 171 97 0 42 10 12 10
平成24年度（H25.3.1現在） 366 321 145 21 127 21 16 12
平成25年度（H26.3.1現在） 628 596 294 70 204 38 21 39
平成26年度（H27.3.1現在） 737 697 397 83 204 44 15 37
平成27年度（H28.3.1現在） 777 715 418 65 211 43 8 35
平成28年度（H29.3.1現在） 760 695 420 46 188 42 8 37
平成29年度（H30.3.1現在） 671 615 373 48 161 29 12 40
平成30年度（H31.3.1現在） 575 524 347 33 120 23 11 23

出向元 出向人数
（延べ）

青森県 15
警視庁 31
埼玉県 8

神奈川県 10
山梨県 11
長野県 23
三重県 15
岡山県 17
広島県 15
徳島県 31
香川県 8
高知県 10
熊本県 11
大分県 23
宮崎県 15
沖縄県 11
合計 226

　今回の震災により、沿岸の５市町村で108人の職員の方が犠牲と
なった。このような中、発災直後の３月末に、名古屋市から陸前高田市
に対して職員派遣の申出があり、その後も県内及び全国の自治体から
同様の申出などにより、平成23年度は171人を、平成31（2019）年３
月までに4,300人を超える人材を確保することができた。現在も全国の
自治体に協力を依頼している。
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　発災直後には、国の要請を受けた全国のＤＭＡＴが来援
し、29都道府県の128チームがトリアージや応急処置、病
院支援の活動を展開した。
　また、発災後間もなく岩手医科大学に設置された「災害
時地域医療支援室」が窓口となって受入調整を行い、平成
23年12月末までの間に88チーム、延べ4,463人の県外
医師による医療支援が行われた。

　さらに、岩手県医師会
（JMAT岩手）による、内
陸部から沿岸被災地へ
の診療応援活動により、
２つの県立病院がその
支援を受けた。

　被災地では、米軍と自衛隊による「トモダチ作戦」をはじ
め、米国・英国・中国などの救援隊も救援活動に当たった。
　また、発災直後から、多くの国々から支援物資が届けら
れたほか、台湾をはじめとする世界各国・地域からの義援
金や寄附金が、三陸鉄道の復旧や被災地における保育
所・学童施設・ホールなどの施設整備に役立てられた。

医療チームの派遣

海外からの支援

参集したＤＭＡＴによる打合せ（平成23年
３月、宮古市）

海外からの救援隊（平成23年３月、大船渡市）

ⒸUS Pacific Fleet

※この掲載情報は、県で集めた情報のみを掲載したもの（震災直後は混乱の中にあり、全体を集約した情報ではなく、この他にも、独自に被災地に物資を届けられた方、
千羽鶴や応援メッセージなど、数え切れないたくさんの御支援をいただいている。）。

●これまでいただいた支援の状況 （令和元［2019］年12月31日現在）

項　目 内　容

義援金 岩手県に直接寄せられた義援金　　　　　187億1,959万円
日赤等から配分された義援金　　　　　　 360億6,536万円

寄附金

寄附金合計　　　　　　　　33,840件　　300億5,699万円
（内訳）
・いわての学び希望基金　　　24,135件　　 99億9,573万円
・いわての学び希望基金以外　 9,705件　   200億6,125万円

ふるさと納税 ふるさと岩手応援寄付　　　　　　　　　  12億2,731万円

ボランティア 活動ボランティア受入人数　　　　　　　   延べ567,561人
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東日本大震災津波発生、岩手県災害対策本部設置

県内の避難者数が最多の5万4,429人に（在宅含む）

航路等の啓開により、県内港湾で初めて釡石港で荷役確保

釡石港に救援物資を積んだ第1船入港
三陸鉄道北リアス線・陸中野田~久慈間の運行再開（以後、4月
1日までに他2区間において運行再開）

応急仮設住宅の建設を開始（陸前高田市・釡石市）

県内初となる応急仮設住宅への入居開始（陸前高田市）

「がんばろう!岩手宣言」発表
「岩手県東日本大震災津波復興委員会」設置

東北新幹線が全線復旧

天皇皇后両陛下が被災地をご訪問（釡石市・宮古市）

文仁親王同妃両殿下が被災地をご訪問（~26日、大槌町・山田町）

宮古市に「子どものこころのケアセンター」を設置

正仁親王妃殿下が避難所をご訪問（雫石町）

「東日本大震災復興基本法」成立

平泉の文化遺産が世界遺産に登録

「東北復興平泉宣言」発表

県内で初めて宮古港のコンテナ貨物取扱い再開

三陸鉄道が平成26年4月までに全線運行再開の方針を決定

自衛隊が本県での支援活動任務を終了、県庁前で感謝式開催

皇太子同妃両殿下が被災地をご訪問（大船渡市）

県内全ての応急仮設住宅が完成
県が「岩手県東日本大震災津波復興計画復興基本計画」を策定

憲仁親王妃殿下が被災地をご訪問（住田町・陸前高田市）

東京都が岩手県内のがれき受け入れを発表、初の広域処理へ

岩手県産業復興相談センター開所

県内全ての避難所を閉鎖

復興道路が着工（三陸沿岸道路（尾肝要道路））（田野畑村）

「東日本大震災復興特別区域法」成立

県が復興特区プロジェクトチームを設置

岩手医科大学内に「岩手県こころのケアセンター」を開設

国が復興庁を設置し、盛岡市に岩手復興局、宮古市と釡石市に
支所を設置

釡石港湾口防波堤の復旧工事に着工(釡石市）

県内初の防潮堤復旧工事に着工（宮古市金浜海岸）

東日本大震災津波から1年、各地で追悼式などが挙行される

沿岸4箇所に「地域こころのケアセンター」を設置

「いわてDC（デスティネーションキャンペーン）」を開催（~6月30日）

東北六魂祭が盛岡で開催され、2日間で24万人を超える人出を記録

県が「復旧・復興ロードマップ（総括工程表）」を発表

県内で初めて災害公営住宅の建設に着手（釡石市平田地区）

陸前高田市「奇跡の一本松」を保存のため伐採

県内で初めて、高台移転のための用地造成工事に着工（田野畑村）

大震災津波後、県内で初めてとなる復興道路の供用開始
（東北横断自動車道釡石秋田線（宮守~東和）（遠野市、花巻市）

県内で初めて災害公営住宅への入居開始（大船渡市盛中央団地）

大槌町の蓬莱島の灯台が再点灯

文仁親王同妃両殿下が被災地をご訪問
（~20日、陸前高田市・大船渡市・遠野市・盛岡市）

大阪府において「いわて三陸復興フォーラム」を開催

県内全ての応急仮設住宅団地500メートル以内にバス停の設
置を完了

東京都において「東北連携復興フォーラム」を開催

宮古市において「復興のかけ橋フォーラム」を開催

JR大船渡線気仙沼~盛間でBRTによる運行開始

復興道路「宮古盛岡横断道路（簗川道路）」供用開始（盛岡市）

県内で初めてとなる移転先宅地の造成工事が完了（宮古市追
切・浦の沢地区）

久慈市を舞台としたNHK朝の連続テレビ小説「あまちゃん」放
映開始

三陸鉄道南リアス線盛~吉浜間の運行再開

矢巾町に「いわてこどもケアセンター」を設置

「三陸復興国立公園」創設

「奇跡の一本松」保存事業完成式開催

天皇皇后両陛下が被災地をご訪問（~5日、遠野市・住田町・大
船渡市・陸前高田市・一関市）

平成28年国体の岩手開催が正式決定

正仁親王同妃両殿下が被災地をご訪問（~6日、岩泉町・田野
畑村・野田村・久慈市）

「ILC立地評価会議」が国際リニアコライダー（ILC）の国内建設
候補地を北上山地に決定

米国ニューヨーク市で「トモダチでありがとう」震災復興報告会
を開催

県沿岸部を中心とした「三陸ジオパーク」が日本ジオパークに認定

復興道路「三陸沿岸道路（普代道路）」供用開始(普代村)

皇太子同妃両殿下が被災地をご訪問（~2日、釡石市）

大船渡市において「いわて三陸復興フォーラム」を開催

愛知県において「いわて三陸復興フォーラム in 名古屋」を開催

シンポジウム「いわての復興を自治の進化に」を開催（～７日）

東京都において「東北４県・東日本大震災復興フォーラム」を開催

復興道路「三陸沿岸道路（尾肝要道路）」供用開始（田野畑村）
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復興道路「三陸沿岸道路（高田道路）」全線供用開始（陸前高田市）
陸前高田市で土砂搬出用のベルトコンベア「希望のかけ橋」稼働開始

本県の災害廃棄物処理が終了
県が「岩手県東日本大震災津波復興実施計画（第２期）」を策定

三陸鉄道南リアス線　吉浜～釜石間の運行再開により、全線
において運行再開

山田町立船越小学校、被災校舎から移転・新築した新校舎で
の授業開始、被災３県で初

三陸鉄道北リアス線　小本～田野畑間の運行再開により、全
線において運行再開

釜石線花巻～釜石駅間でＳＬ銀河が営業運転を開始

大船渡市魚市場の完成式典開催

用地取得迅速化のための「東日本大震災復興特別区域法の一
部を改正する法律」成立

リアスハーバー宮古の復旧工事完了・供用再開

県栽培漁業協会が震災後初のアワビ種苗を出荷

国・県・陸前高田市による「高田松原津波復興祈念公園基本構想」策定

復興道路「宮古盛岡横断道路（平津戸松草道路・区界道路）」
の着工により県内の復興道路が全て着工

仏国パリ市で「東北復幸祭“環<WA>” in PARIS」開催（～31日）

仏国パリ市で「つながりに感謝」震災復興報告会を開催

釜石警察署平田駐在所が開所、警察施設としては県内初の災
害復旧後の開所

兵庫県において「いわて三陸復興フォーラムin神戸」を開催

盛岡市・大船渡市において「いわて三陸復興フォーラム」、シン
ポジウム「いわての復興を自治の進化に」を開催（～16日）

宮古市立田老第三小学校校庭の応急仮設住宅を解体、学校
校庭からの完全撤去は県内初

東京都において「東北４県・東日本大震災復興フォーラム」を開催

「ラグビーワールドカップ2019」の開催都市に「岩手県・釜石市」が決定

「第３回国連防災世界会議」が仙台市をメイン会場に開催される
岩手県は「防災・復興に関する岩手県からの提言」を世界に発信（～18日）

「3.11東日本大震災遠野市後方支援資料館」が開所（遠野市）

県立高田高等学校新校舎が完成（陸前高田市）

県内牧草地の除染作業が完了

再建された小袖海女センターがオープン（久慈市）

第１回いわて復興未来塾を開催（盛岡市）

釜石市の橋野鉄鉱山を含む「明治日本の産業革命遺産」が世
界遺産に登録

県内で初めて、仮設商店街が本設として移転オープン（大船渡市）

台湾台北市で「つながりに感謝」震災復興報告会を開催

高台移転地の造成工事がほぼ完了した田老地区で「田老まち
びらき記念式」を開催（宮古市）

復興道路「三陸沿岸道路（吉浜道路）」供用開始（大船渡市）

復興道路「東北横断自動車道釜石秋田線（遠野～宮守）」供用
開始（遠野市）

静岡県において「いわて三陸復興フォーラムin静岡」を開催

「小本津波防災センター」が完成し岩泉小本駅と一体化

盛岡市・大槌町において「いわて三陸復興フォーラム」を開催
（～23日）

第71回国民体育大会「希望郷いわて国体冬季大会」を開催
（～31日、２月20日～23日）

「東北4県・東日本大震災復興フォーラムin東京」を開催

復興道路「宮古盛岡横断道路（都南川目道路（川目～田の
沢））」供用開始（盛岡市）

大船渡駅周辺地区で「第１期まちびらき」を開催

新「がんばろう！岩手」宣言発表

大槌町の浪板海岸に「浪板海岸ヴィレッジ」がオープン

久慈地下水族科学館「もぐらんぴあ」が営業再開

「田老野球場（愛称：キット、サクラサク野球場）」の復旧祭を開催

県立大槌病院が再建、新築落成式を開催

いわて内陸避難者支援センターを開所

皇太子同妃両殿下が被災地をご訪問（～21日、岩泉町・宮古市）

県立山田病院が再建、新築落成式を開催

台風第10号が岩手県に上陸

被災した小・中５校を統合、県内初の義務教育学校大槌町立
大槌学園の新校舎での授業開始

天皇皇后両陛下が被災地をご訪問（～10月２日、花巻市・遠野
市・釜石市・大槌町・山田町・北上市・盛岡市）

第71回国民体育大会「希望郷いわて国体本大会」を開催（～11
日）、開会式に天皇皇后両陛下ご臨席

彬子女王殿下が被災地をご訪問（～５日、釜石市・大槌町・奥
州市・花巻市）

正仁親王妃殿下が被災地をご訪問（～７日、奥州市・花巻市・
北上市・陸前高田市）

憲仁親王妃殿下が被災地をご訪問（～７日、滝沢市・盛岡市・
奥州市・釜石市）

寛仁親王妃殿下が被災地をご訪問（～７日、大船渡市・釜石
市・花巻市・奥州市）

眞子内親王殿下が被災地をご訪問（～７日、盛岡市・紫波町・
宮古市・岩泉町・田野畑村）

瑶子女王殿下が被災地をご訪問（～10日、洋野町・野田村・普
代村・久慈市・滝沢市・盛岡市・二戸市）

文仁親王同妃両殿下が被災地をご訪問（～11日、久慈市・岩手
町・雫石町・矢巾町・盛岡市・北上市）

文仁親王同妃両殿下が「希望郷いわて国体本大会」閉会式ご臨席

皇太子殿下が被災地をご訪問（～23日、盛岡市・花巻市・北上
市・奥州市・一関市・平泉町）

第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」を開催
（～24日）、開会式に皇太子殿下ご臨席

憲仁親王妃殿下及び絢子女王殿下が被災地をご訪問（～24
日、盛岡市・花巻市・金ケ崎町・北上市）

憲仁親王妃殿下及び絢子女王殿下が「希望郷いわて大会」
閉会式ご臨席

山田町で共同店舗「オール」オープン

長野県において「いわて三陸復興フォーラムin長野」を開催
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復興道路「三陸沿岸道路（唐桑高田道路（陸前高田長部～陸
前高田））供用開始（陸前高田市）

復興道路「三陸沿岸道路（吉浜釡石道路（吉浜～釡石南））」供
用開始（大船渡市・釡石市）

釜石市で「三陸防災復興プロジェクト2019」プレイベント開催

釡石鵜住居復興スタジアムが完成、オープニングイベントを開催

宮古市中心地市街地拠点「イーストピアみやこ」供用開始

埼玉県において「いわて三陸復興フォーラムin埼玉」開催

陸前高田市立気仙小学校が再建、翌月落成式を開催
県内の被災公立学校86校の学校施設が全て再建

盛岡市、宮古市で「いわて三陸復興フォーラム」を開催（～17日）

復興道路「三陸沿岸道路（釡石山田道路（大槌～山田南））」
供用開始（大槌町・山田町）

東京都において「復興応援・復興フォーラム2019in東京」を開催

復興道路「東北横断自動車道釡石秋田線（遠野道路（遠野住
田～遠野））」供用開始（遠野市）

復興道路「三陸沿岸道路（吉浜釡石道路・釡石山田道路（釡石
南～釡石両石））」、「東北横断自動車道釡石秋田線（釡石道路

（釡石～釡石仙人峠））」供用開始（釡石市）
東北横断自動車道釡石秋田線の全線開通

復興道路「三陸沿岸道路（唐桑高田道路（唐桑小原木～陸前
高田長部））」供用開始（宮城県気仙沼市・陸前高田市）

三陸鉄道「リアス線」全面開通

復興道路「宮古盛岡横断道路（宮古西道路（宮古中央～宮古
根市））」供用開始（宮古市）

釜石魚河岸にぎわい館「魚河岸テラス」開業　

「三陸防災復興プロジェクト2019」開幕（～8月7日）

「みちのく潮風トレイル」全線開通

復興道路「三陸沿岸道路（釜石山田道路（釜石北～大槌））」
供用開始（釜石市・大槌町）

山田町で「山田町復興祈念まちびらき」開催

釜石警察署新庁舎完成
県内全ての被災警察施設の整備完了

三陸鉄道が利用者5,000万人突破

「東日本大震災津波伝承館（愛称：「いわてTSUNAMI（つなみ）
メモリアル」）が開館

ラグビーワールドカップ2019™日本大会
フィジー対ウルグアイ戦が釜石鵜住居復興スタジアムで開催

大槌町「吉里吉里学園中学部」校庭の引き渡し式
校庭に整備された全ての応急仮設住宅が解消

台風第19号が岩手県に接近

大槌町赤浜①団地災害公営住宅が完成
県沿岸部の災害公営住宅全5,550戸の整備完了

神奈川県において「いわて三陸復興フォーラムin神奈川」開催

復興道路「宮古盛岡横断道路（都南川目道路（田ノ沢～手代
森））」供用開始（盛岡市）

「三陸ジオパーク」が日本ジオパークとして再認定

盛岡市・釜石市において「いわて三陸復興フォーラム」を開催（～21日）

「東北４県・東日本大震災復興フォーラムin東京」及び「東京
から元気を届けよう！復興応援2017」を開催

「高田松原津波復興祈念公園」着工

県が「岩手県東日本大震災津波復興実施計画（第３期）」を策定

「いわて震災津波アーカイブ～希望～」を公開

「ラグビーワールドカップ2019釜石開催実行委員会」設立

宮古市魚市場の増築棟が完成

陸前高田市に「アバッセたかた」オープン

「釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）」が着工

大船渡市に「おおふなと夢商店街」「キャッセン・モール＆パティ
オ」「キャッセン・フードヴィレッジ」がオープン

沿岸広域振興局が北海道胆振総合振興局と連携推進協定を締結

国保広田診療所が完成、診療をスタート

宮古市で宮古運動公園の再建が完了

「アバッセたかた」に併設した陸前高田市立図書館が開館

全国知事会議が本県で開催、岩手宣言を採択（～28日）

「水門・陸閘自動閉鎖システム」運用開始

大船渡市において防災集団移転促進事業・住宅団地整備の工事が完了

大阪府から無償譲渡されたガントリークレーンが供用開始（釜石市）

ラグビーワールドカップ2019™（岩手・釜石開催）の試合日程が発表

震災以降に事業化された区間では初となる復興道路「三陸沿
岸道路（山田宮古道路）」供用開始(宮古市・山田町)

「釜石市民ホール（ＴＥＴＴＯ）」がオープン

東京都において「いわて三陸復興フォーラムin東京」開催

宮古警察署新庁舎が完成

三陸鉄道がＪＲ山田線移管後の新路線名を「リアス線」とすることを決定

盛岡市・大船渡市・陸前高田市において「いわて三陸復興
フォーラム」を開催（～27日）

県立高田病院が再建、新築落成式を開催

「復興応援・復興フォーラム2018in東京」を開催

県内で初となる内陸避難者向け災害公営住宅「県営備後第１
アパート８号棟」が完成

復興道路「三陸沿岸道路（田老真崎海岸～岩泉龍泉洞）」供用
開始（宮古市・岩泉町）

「三陸防災復興プロジェクト2019」実行委員会設立

県が高田松原津波復興祈念公園内に整備を進めている震災津波
伝承施設の名称を「東日本大震災津波伝承館」とすることを発表

釜石港湾口防波堤の復旧工事が完了

宮古市に｢道の駅たろう」がグランドオープン

大船渡駅周辺地区で「第３期まちびらき」を開催

「東北絆まつり2018盛岡」開催（～3日）

大槌町文化交流センター「おしゃっち」開館

岩手県初のフェリー航路「宮古・室蘭フェリー」宮古港から出航

「国際防災・危機管理研究 岩手会議」の一般向け公開プログ
ラムとして「平成30年度第1回いわて復興未来塾」を開催
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D
DMAT（災害派遣医療チーム）／036、038、049、240、251、
264、292、324、372
DPAT（災害派遣精神医療チーム）／087	

I
ICAT（いわて感染制御支援チーム）／076

N
NPO／021、144、145、147、222、223、234、253、245、
273、352、355、369

S
SCU（広域搬送拠点臨時医療施設）／036、039、100、264、
350

あ
アーカイブ／023、137、166、167，250、270、271、294

い
遺体／054、055、056、057、060、061、065、070、280、
282、293、347
一関市／012、016、044、092、098、168、172、178、182、
335
一般任期付職員／232
移転元地／105、289、291、297
移動手段／038、059、078、112、113、186、232、246、265、
324、338、339、355
命の道／188、296
医療機関／033、038、076、077、082、083、084、085、112、
113、124、125、128、130、132、133、134、264、265、284、
292、295、328、344、349、353、369
岩泉町／156、214、215、267、300、314、316、335
いわてNPO災害支援ネットワーク／235
岩手県沿岸市町村復興期成同盟会⇒「復興期成同盟会」を参照
岩手県広域防災拠点配置計画／052
岩手県災害時受援応援計画／233
岩手産業文化センター（アピオ）／005、048、052、053、282、
283、330
岩手県地域防災計画／052、081、169、282	
岩手県東日本大震災津波復興委員会⇒「復興委員会」を参照
岩手県東日本大震災津波復興計画⇒「復興計画」を参照	
岩手県東日本大震災津波復興推進本部会議⇒「復興推進本部
会議」を参照
岩手県防災ボランティア活動推進指針／235
いわて災害医療支援ネットワーク／074、075、076、077、078、
086、264、284、286、324、344
いわて三陸　復興のかけ橋／220
いわて三陸復興フォーラム／023、210
いわて内陸避難者支援センター／020、116、117、254、256
いわての復興教育⇒「復興教育」を参照
いわての学び希望基金／021、136、200、201、372
いわて復興未来塾／023、210
岩手方式／053
いわて未来づくり機構／210、220

え
衛星携帯電話／033、035、039、133、311、331、335
栄養士／074、076、082、083、126、127、230、285、345

お
応援職員／058、059、065、078、090、091、096、101、104、
115、118、148、149、230、232、233、282、295、302、307、
316、319、320、321、337
応急仮設住宅／016、020、021、058、076、077、081、085、
086、088、096、097、113、116、117、118、121、126、127、
129、138、146、147、186、187、196、197、215、224、230、
251、254、278、284、285、290、325、343、348、349、371
奥州市／012、016、057、098、172、178、182
大槌町／002、025、033、036、058、068、085、112、148、
156、168、211、238、239、248、262、263、280、285、294、
295、314、316、320、336、344、364
大船渡市／002、012、014、016、025、124、156、190、240、
247、285、290、314、335、336、338、359、360、363
覚書／041、042、043

か
海岸／014、015、017、018、019、024、025、062、063、
102、150、164、193、239、240、244、246、250、258、260、
278、340
海岸保全施設／015、018、019、024、025、063、102、250、
258、299、300
海上保安庁／014、044、045、313
学習支援／138、139
火葬／056、057、293
学校再開／092、093、094、095、134、135、270	
加配／094、134、135
釜石市／002、012、014、016、020、025、142、143、156、
209、242、262、272、273、280、292、293、314、335、338、
352、359、360、363
がれき（ガレキ、瓦礫）／018、044、060、061、062、063、064、
065、068、092、097、104、150、156、157、188、240、241、
245、247、261、278、280、290、294、296、306、307、310、
311、313、327、340、358、360、370　※⇒「災害廃棄物」も
参照
観光／016、022、023、158、160、162、163、164、165、
169、180、181、184、190、208、215、224、244、288、289、
292、299、301、302、305、308、339、341、363
ガントリークレーン／115、292

き　
義援金／090、091、098、315、316、322、350、351、363、
372
北上市／274、275
寄附／021、135、200、201、226、355、372
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会／142、143
行政機能／033、058、059、074、077、078、081、090、112、
116、156、166、230、246、248、285、288、320
協定／035、044、052、053、056、057、060、061、065、

索　引
※１）掲載ページが多い語句については、第２章「県の取組」の第１節「初動対応、応急対策」（P032～101）、第２節「復旧・復興の取組」（P102～167）、第３節「放射線影響

対策」（P168～185）、第４節「既存の枠組みに捉われない取組」（P186～217）及び第５節「復興を支える仕組み」（P218～235）の中で特に詳しく述べているページがある
場合には、該当ページに下線を引いています。

※２）沿岸12市町村については、第３章第１節「沿岸市町村の取組」（P288～311）に掲載している各市町村の取組のページに下線を引いています。



377

索
　
引

081、083、096、097、106、116、169、187、216、232、300、
318、327、328、330、331、335、351、358
共同利用漁船復旧支援事業／202
共同利用システム／202、203、229
郷土芸能／021、140
漁業／022、063、064、065、104、105、150、151、152、
153、160、165、184、202、203、212、226、229、239、240、
241、242、292、296、298、301、302、304、305、306、307、
308、310、320、334、357、358、359
漁業協同組合／150、151、202、203、229、357
漁業集落防災機能強化事業／104、105、296、298、306、
307、308
漁港／016、024、044、063、064、065、152、153、202、
233、239、240、300、301、304、308、310、357、358

く　
久慈市／020、025、033、214、308、314、335、359、363
くしの歯作戦／060
国と地方の協議会／212	
グループ補助金／022、123、124、158、159、204、205、215、
246、275、289、364

け
警察／033、042、043、044、045、046、047、048、055、
060、061、074、078、108、216、224、260、261、278、285、
293、296、306、308、324、327、351、371
下水道／067、068、069、149、296、297、334	
県外避難者／116、117	
健康支援／082、126、127、325、345、346、350	
検視／054、055、293
原子力発電所／109、168、169、177、182、184、185、276、
294、318、319、359、360	
現地対策本部／044、080、225
原発事故／022、168、169、170、171、172、173、175、178、
180、184、185、258、273、276、318
県立病院／033、035、039、074、084、112、132、133、356、
372

こ
広域処理／071、072	
後方支援／048、049、051、065、081、274、312	
航路／060、061、063、064、065、114、115、292、313、
338、358
港湾／017、024、042、044、060、061、062、063、065、
114、115、153、165、189、233、244、278、292、300、301、
309、313
国体・全国障害者スポーツ大会⇒「希望郷いわて国体・希望郷い
わて大会」を参照
国民健康保険／196、226	
心とからだの健康観察／134	
こころのケア／020、077、083、086、087、088、126、128、
129、130、131、244、264、268、269、270、284、285、324、
350
こころのケアセンター／020、128、130、268、269、324
こころのケアチーム／	077、086、087、126、128、268、285、
324
こころのサポートプログラム／134、135	
こどもケアセンター／020、130、131、324
コミュニティ形成／021、097、145、146、147、268、272、273、

295、297、300、325
雇用対策／122、123、150

さ
災害関連死／090、091、266	
災害救助法／056、096、097、186、187、215、268、284、
285、348	
災害公営住宅／020、021、024、025、106、113、117、120、
121、126、127、146、147、148、149、166、196、223、239、
246、254、273、288、289、290、296、297、298、300、301、
302、306、307、308、310
災害査定／064、066、124、125、152、153、156、157、334、
335、337	
災害対策本部／002、017、032、033、035、036、038、039、
043、044、045、051、052、053、058、076、077、080、088、
177、214、215、224、238、264、280、282、284、285、293、
298、315、319、324、327、328、333、339、346、361
災害弔慰金／090、091	
災害廃棄物／018、067、070、071、072、073、166、226、
304、308、358
災害ボランティアセンター／234、235、348
再生可能エネルギー／108、109、212、229、309	
三陸鉄道／019、093、163、190、191、211、239、260、300、
301、306、340、341、372
三陸防災復興プロジェクト2019／211

し
自衛隊／002、005、032、033、035、036、044、045、046、
048、052、061、074、078、079、097、127、132、188、216、
278、280、284、285、292、293、306、308、310、312、318、
324、326、327、340、370、372
ジオパーク／163、208、301
事業者／033、035、041、042、044、067、083、094、096、
097、106、109、112、113、115、119、120、123、122、123、
124、158、159、161、169、173、180、181、182、184、185、
190、191、193、204、205、206、207、213、215、246、260、
261、288、289、291、292、298、301、313、328、330、339、
348、359、362、363、364
事業復興型雇用確保事業／123
事業復興型雇用創出事業／122
施工確保対策／106
児童／080、088、089、093、095、124、125、130、134、
135、136、137、142、188、200、201、209、270、285、293、
300、317、348、371
児童福祉施設／124、125	
社会資本整備総合交付金（復興枠）／111	
社会福祉施設／084、085、124、125、283、284	
住宅再建／020、096、116、118、119、194、195、224、226、
227、246、247、288、289、298、302、306、308、342、343
障がい者施設／084、124、125	
奨学金／135、200、201	
消防／032、033、036、038、039、041、042、043、044、
045、046、048、061、078、100、108、110、188、216、251、
261、278、280、284、293、296、298、301、306、308、310、
311、322、323、324、327、329、339、350、370	
食生活支援／082、126、230、345
女性参画推進専門委員会／218、220、253、255	
除染／170、172、173、175、176、177、178、227	
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所有者不明土地／192、193、228	
所有者不明土地特別措置法／228	
震災学習／162、163、181、190、308、339	
震災津波関連資料／166、167	
震災復興特別交付税／190、215、226、227

す
水産／016、022、026、064、110、150、151、153、160、
165、169、171、176、177、180、181、182、183、184、202、
203、221、229、232、238、240、241、242、244、245、275、
276、291、292、296、300、302、303、304、308、310、320、
325、357、359、363、364
水道施設／066、067
水門・陸閘自動閉鎖システム／102
砂浜再生／164
住まいのホットライン／118	
住田町／048、314、369

せ
石油／041、042、043、329	
全壊／016、036、085、094、119、124、132、194、195、
285、288、292、294、295、296、298、300、302、329、333、
352、360

そ
総合企画専門委員会／218、238、240、243、244、245、246、
248

た
高田松原津波復興祈念公園⇒「復興祈念公園」を参照
滝沢市（滝沢村）／012、048、168
田野畑村／025、302、314、316
短期移動／186
男女共同参画／220、221、231、252、253、255

ち
地域コミュニティ／138、139、145、147、220、221、246、255、
272、289、325
地方自治法／090、148	
中小企業／158、206、207、226、274、275
中小企業災害復旧資金／158、206、207	

つ
通信設備／033、035、040、333
津波防災技術専門委員会／102、218、258、278

て
停電／017、033、035、040、041、042、043、068、069、
070、092、108、109、133、159、234、284、261、290、310、
311、322、329、330、331、332、333、335、353、356、358
伝承施設／137、208、209、239、248、271、299
東京電力／168、169、182、184、185、294、318、359、360	

と
道路／013、017、019、024、033、042、043、044、046、
051、060、061、062、063、064、065、067、070、076、082、
092、102、110、111、114、115、149、152、153、172、173、
175、188、189、228、229、234、239、244、260、261、272、
278、280、288、290、291、292、294、296、297、298、307、
308、327、329、330、332、334、335、336、337、358
遠野巿／044、048、051、110、168、216、335、354
土地区画整理事業／104、105、205、288、289、291、298、
306、307	
土地収用法／192、193	

特区／160、161、212、213、228、229

な
内陸宿泊施設／186、285
内陸避難者／020、021、116、117、120、121、239、254、
256

に
二重債務／158、204、205、212、229
西和賀町／270	
人間本位の復興／222、223

ね
燃料／033、035、040、041、042、043、046、047、053、
056、057、061、068、069、074、085、092、133、206、234、
245、261、278、280、284、286、290、311、329、330、339

の
農業／092、154、155、156、157、160、170、171、178、
247、300、361	
農地／015、023、102、105、155、156、157、180、212、
247、300
農林業系副産物／172、173、175
野田村／025、086、110、156、306、308、316、364

は
派遣（職員派遣に係るもの）／033、051、058、059、065、068、
070、082、083、084、085、087、088、090、092、098、104、
107、115、126、132、137、148、149、156、173、214、215、
227、230、232、233、244、248、285、294、295、302、307、
316、319、320、321、345、371
バス／038、077、092、093、094、095、112、113、132、135、
137、152、162、163、186、187、234、260、261、273、282、
285、293、325、338、339、350、351、360
花巻空港／036、037、038、039、100、264、284、329、330、
338	
半壊／012、016、084、124、125、194、275、292、294、
296、298、300、302、360
花巻市／012、039、044、182

ひ
東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針⇒「復興に向け
た基本方針」を参照
東日本大震災津波伝承館／004、023、167、209、245、250、
251、288
東日本大震災復興構想会議／188、204、212、228、229、247
東日本大震災復興特別区域法／160、192、193、212、213
被災建築物応急危険度判定／098、099
被災市区町村応援職員確保システム／059、149、233、320、
321	
被災資産修繕費／158、206、207
被災者住宅再建支援事業／119、194	
被災者生活再建支援金／194、195、215	
被災者相談支援センター／020、116、117
被災住宅「点検・相談」窓口／118
非常用電源／035、040、041、311	
備蓄／035、040、041、042、051、083、094、261、300、
311、329、330、335、345、362
棺／054、055、056	
避難所／016、042、043、054、055、058、064、065、070、
074、076、077、078、079、080、081、082、083、085、086、
087、088、089、094、096、104、108、109、112、113、122、
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索
　
引

126、127、132、137、138、139、167、186、187、230、231、
234、245、247、252、254、263、264、266、267、270、274、
280、282、284、285、290、292、295、300、311、316、318、
320、323、324、326、328、330、331、333、345、347、348、
349、350、353、354、356、360、370
避難所運営マニュアル／080、081、231、232、252	
平泉町／016、168、172
洋野町／025、310、314、316

ふ　
風化防止／201、210、211、220	
風評被害／016、022、169、170、180、181、182、183、185、
276、359、360、363
福祉灯油／198、199
復興委員会／003、006、218、219、220、222、228、238、
243、245、253、256、278、317
復興ウォッチャー調査／028、222、223
復興関連道路／019、110、111
復興基金／194、198、226、227
復興期成同盟会／225、230、244、314
復興祈念公園／023、208、209、288、289
復興教育／021、023、093、136、137、167、250、270、271
復興局／200、213、224、225、228、245、355
復興計画／003、018、066、104、110、111、132、157、158、
208、218、219、222、223、224、225、238、239、245、246、
247、248、250、258、278、288、290、296、298、306、308、
323
復興交付金／095、105、156、164、165、166、215、226、
227、239、247、291、297、306、308
復興財源／226、228
復興支援道路／019、110、111、115
復興推進委員会／228	
復興推進本部会議／228、292
復興庁／213、227、228、245、273、296、345
復興道路／019、024、110、111、114、115、188、189、228、
229、307
復興に関する意識調査／027、222
復興に向けた基本方針／218	
復興報告会／211
復興本部／224、225	
物資／002、005、032、033、038、044、046、048、051、
052、053、055、056、057、058、060、061、063、064、065、
070、074、078、081、083、085、100、101、111、127、153、
188、200、216、234、260、278、280、282、283、284、285、
286、295、296、300、311、312、313、314、316、318、324、
328、330、345、346、347、349、350、351、352、354、358、
361、362、363、370、372
普代村／025、033、304、305、314、316

へ
平成28年台風第10号災害／119、143、214、215、235	
ヘリコプター／002、033、036、038、044、045、078、264、
280

ほ　
防災行政情報通信ネットワークシステム／033	
防災訓練／036、039、048、057、109、216、312、349
防災集団移転促進事業／104、110、227、288、289、290、
291、297、298、306、307	

放射性物質／072、168、169、170、171、172、173、175、
176、177、180、181、182、183、276	
放射線健康影響調査／178、179	
放射線量／169、170、171、172、175、178、276	
防潮堤／017、018、062、063、067、102、103、239、246、
250、278、280、288、295、296、297、299、301、302、304、
305、306、307、308、309、310、334、337
保健師／058、074、076、082、083、086、126、127、128、
129、148、230、285、324、346、348、371	
ほ場／156、157	

ま
埋火葬／056、057	
埋蔵文化財／107、278	
まちづくり／004、018、019、024、025、028、029、066、067、
102、103、104、105、106、108、110、113、121、145、147、
148、149、157、163、190、208、212、218、220、221、223、
224、229、239、244、245、246、247、248、258、259、271、
273、278、288、289、291、292、294、295、296、298、299、
305、306、308、341、343

み
宮古市／002、014、019、020、025、033、044、072、110、
142、156、187、188、214、242、261、274、275、280、285、
298、314、322、335、348、359、360、363
みちのくアラート2008／044、048、216
民俗芸能団体／140、141	

め
面整備／019、025、104、105、149、294、295、297
メンタルヘルスケア／132、148	

も
木材／154、155、160、245、343、360
盛岡市／036、044、048、056、116、117、182、187、228、
234、242、335、338、347

や
矢巾町／012、016、036、048、130、359
山田町／002、025、036、085、156、261、262、263、296、
314、316、320、344、364

よ
用地取得／192、193、228、278、336
要配慮者／051、078、081、300、303、308

ら
ラグビーワールドカップ2019TM／142、143、292

り
リアス線／019、190、211
陸前高田市／002、021、023、025、033、036、044、048、
058、060、062、063、068、076、085、092、094、112、148、
156、168、208、230、239、240、247、248、262、263、270、
272、280、285、288、314、322、329、334、336、338、344、
354、362、364、371
林業／016、154、160、172、173、175、360

ろ
老人福祉施設／084、124、125	



●本書「東日本大震災津波からの復興―岩手からの提言―」の
データ版（PDF）を、県公式ホームページに掲載しています。

　掲載内容の追加等があった場合は、ホームページ上のデータ版
を随時更新します。

　https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/densho/
　1027741/index.html

●県では、東日本大震災津波からの復旧・復興の取組と大震災
の事実を後世に残すとともに、これらの出来事から得た教訓
を今後の国内外の防災活動に生かすため、平成29（2017）
年3月に「いわて震災津波アーカイブ～希望～」をインター
ネット上で公開し、収集した約24万点の震災津波関連資料
を検索 •閲覧できるようにしています。

　防災教育や地域の防災活動等に活用できるよう、子ども向け
のコンテンツも充実しているほか、地元の新聞紙の震災直後
の記事も閲覧可能となっています。

　http://iwate-archive.pref.iwate.jp/
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