
　

「
今
ま
で
体
験
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、

何
も
聞
こ
え
な
い
ほ
ど
の
大
雨
。
」
そ
う
話

し
て
く
れ
た
の
は
、
南
錦
岡
町
内
会
長
を
務

め
る
青あ

お
や
ま山
勇い
さ
むさ
ん（
83
歳
）。「
水
が
自
宅
の

玄
関
く
ら
い
ま
で
来
て
、
危
な
い
な
と
思
っ

た
所
に
、
覚お
ぼ
っ
ぷ
が
わ

生
川
で
列
車
が
脱
線
し
た
と
連

絡
が
入
り
ま
し
た
。
現
地
で
は
、
川
の
増
水

や
流
木
で
鉄
橋
が
崩
れ
、
列
車
が
Ｖ
字
型
に

落
ち
込
み
、
外
か
ら
見
て
も
人
が
亡
く
な
っ

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
」
と
、
昭
和

25
年
に
発
生
し
、
死
傷
者
61
人
を
出
し
た
大

水
害
に
つ
い
て
、
当
時
の
様
子
を
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

「
身
近
な
災
害
」
と
向
き
合
う

　

苫
小
牧
市
は
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
災
害
を

経
験
し
て
き
ま
し
た
（
下
表
）
。
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
樽
前
山
は
今
も
活
発
な
活
火

山
で
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
70
回
以
上

も
噴
火
し
て
い
ま
す
。
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ

し
た
風
水
害
も
多
く
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
８

ク
ラ
ス
の
地
震
も
数
度
発
生
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
気
象
状
況
が
不
安
定
で
あ
り
、
ど
ん

な
災
害
が
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
過
去
に
発
生
し
た
災
害
は
、
ま
た
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
「
身
近
な
災
害
」
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
新
た
な
災
害
を
考
え

る
上
で
重
要
な
判
断
材
料
と
な
り
ま
す
。 力

に
変
え
て

力
に
変
え
て

そ
の
経
験
を

そ
の
経
験
を

防
災

特
集

危
機
管
理
室　

（
32
）６
２
８
０

消
防
本
部
予
防
課　

（
32
）６
７
２
４

詳
細

　

北
に
樽
前
山
、
南
に
太
平
洋
と
い
う
豊
か
な
自
然
環
境
に
位
置
す
る
苫
小
牧
市
。
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
た
く

さ
ん
の
恵
み
を
受
け
て
生
活
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
と
共
に
暮
ら
す
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ

す
災
害
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の
特
集
で
は
、
こ
の
ま
ち
で
生
き
る
私
た
ち
が
、
ど
の

よ
う
に
災
害
と
向
き
合
う
べ
き
か
を
考
え
ま
す
。

ま
ち
の
経
験
に
学
ぶ

災害（発生年月） 概要（苫小牧市史より）

樽前山の噴火
1909（明治42）年１月

現在の溶岩ドームが形成された、５カ月間
にわたる噴火。40㎞離れた札幌でも降灰
が確認された。

大雨による大水害
1950（昭和25）年７月

一日で447.9㎜という大雨による大水害。
河川の氾濫や覚生川の鉄道事故、約5,600
戸もの浸水を引き起こした。

洞爺丸台風
1954（昭和29）年９月

最大瞬間風速37.8ｍの暴風雨により、建
物をはじめ、農業・林業関係に約10億円
（当時）もの被害を与えた。

十勝沖地震
1968（昭和43）年５月

震度６（当時）の地震により、全市的に停
電や断水、通信や交通網もストップした。
最大168㎝の津波が押し寄せた。

▲自作の錦岡地区の古い地図で
　説明する青山さん

過去に苫小牧で発生した大きな災害の例
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