
広報　常陸大宮　　　　平成２３年５月号１０
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３
月　

日
に
発
生
し

１１

た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
で
、
常
陸
大
宮
市

は
震
度
６
強
を
観
測
し

ま
し
た
。
人
的
被
害
は

少
な
か
っ
た
も
の
の
、

建
物
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

な
ど
に
大
き
な
被
害
が

出
ま
し
た
。
同
様
に
、

古
く
か
ら
守
り
伝
え
ら

れ
て
き
た
文
化
財
に
も

多
く
の
被
害
が
生
じ
、

危
機
的
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
５
月
号
と

６
月
号
の
２
号
に
わ
た
り
、
今
回
の
地
震

で
の
文
化
財
被
害
と
、
過
去
の
大
地
震
、

大
津
波
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

県
お
よ
び
市
指
定
文
化
財
に
つ
い
て

は
、
強
い
揺
れ
に
よ
り
仏
像
の
位
置
が
動

い
た
り
、
文
化
財
の
収
蔵
施
設
が
破
損
を

受
け
た
り
す
る
な
ど
の
被
害
が
出
ま
し
た

が
、
幸
い
に
少
数
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

　

被
害
の
多
く
を
占
め
る
の
は
、
寺
社
の

鳥
居
や
石
灯
篭
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
石

造
物
の
破
損
や
倒
壊
で
す
。
こ
れ
ら
の
多

く
は
指
定
文
化
財
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

同
様
に
貴
重
な
も
の
で
す
。
今
後
、
復
旧

や
修
復
を
行
い
、
本
来
の
姿
を
後
世
に
伝

え
ら
れ
る
よ
う
な
処
置
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

震
災
で
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
の
な
か

に
は
、
母
屋
や
蔵
な
ど
の
解
体
・
改
修
さ

れ
る
際
に
、
昔
か
ら
し
ま
い
込
ま
れ
て
い

た
「
古
い
も
の
」
の
処
分
を
考
え
ら
れ
る

方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
い
書
付

や
道
具
、
手
紙
や
書
籍
な
ど
、
一
見
ご
み

の
よ
う
に
見
え
て
も
貴
重
な
文
化
財
で
あ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
水
濡
れ

し
た
り
汚
れ
た
り
し
て
も
修
復
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
処
分
を
お
考
え
の
場
合
は
処

分
さ
れ
る
前
に
、
歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮

館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

地
域
の
文
化
財
が
失
わ
れ
る
の
は
、
歴

史
的
に
見
て
、
災
害
や
戦
乱
、
行
政
や
共

同
体
の
移
行
（
市
町
村
合
併
な
ど
）、
家

屋
の
建
て
替
え
、
移
住
な
ど
の
時
で
す
。

地
域
の
貴
重
な
文
化
財
を
未
来
に
守
り
伝

え
て
い
く
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。歴

史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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▲倒壊した部垂義元顕彰碑（北町） ▲土台が被害を受けた甲神社本殿（下町）▲倒壊した甲神社の鳥居（下町）

▲石垣や屋根瓦が破損した御城展望台（山方） ▲御神体の陰陽石が崩壊した陰陽神社（山方）

▲石仏が落ちるなどの被害が出た
　百観音（那賀）


