
こんにちは 市長室からこんにちは 市長室から

いわき市長　清 水 敏 男

国際バルク戦略港湾
「小名浜港」
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　小名浜港は江戸時代に納付米の積み出し港
として基礎が築かれ、明治時代以降は常磐炭
鉱から産出する石炭の輸送基地として、戦後
は臨海工業地帯の物流拠点港湾として整備が
進み、昭和39年の「常磐・郡山地区」新産業
都市指定を契機に、本市と共に国際貿易港と
して発展してきました。その後、昭和58年に
小名浜港東港地区の起工、平成10年に外貿コ
ンテナターミナルが供用開始したほか、同港

を親水エリアとすべく、平成９年にいわき・
ら・ら・ミュウ、平成12年にアクアマリンふ
くしまがオープンし、本市観光の中核を成す
までになりました。平成23年の東日本大震災
では同港も甚大な被害を受けましたが、国・
県の力強い後押しの下、国際バルク戦略港湾
の選定を受けたほか、小名浜魚市場や小名浜
マリンブリッジの供用開始、イオンモールい
わき小名浜のオープンに至りました。本年10
月３日には赤羽国土交通大臣や平沢復興大臣、
内堀知事ご臨席の下、国際バルクターミナル
供用式が盛大に開催されました。私は地元市
長として「復旧と復興は別。復興は震災前よ
りも良くすることであり、まさに小名浜港は
復興のシンボルに値する。」と関係者の皆様
に感謝の言葉を述べさせていただきました。
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絵
は
が
き
の

　中
の

　「い
わ
き
」

絵
は
が
き
の

　中
の

　「い
わ
き
」

絵
は
が
き
の
種
類
③
（
炭
鉱
、
工
場
、

漁
港
、
商
店
）

　
明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、

絵
は
が
き
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化

し
て
い
き
ま
し
た
。
い
わ
き
地
方
は
石
炭
産

業
や
漁
業
の
近
代
化
に
よ
っ
て
活
況
を
呈
し

て
い
き
ま
す
。
そ
の
盛
況
ぶ
り
は
炭
鉱
を

テ
ー
マ
と
し
た
絵
は
が
き
に
数
多
く
表
現
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
漁
業
に
お
い
て
も
同
様

で
し
た
。

　
特
に
炭
鉱
に
お
い
て
は
、
各
社
が
企
業
P

R
と
従
業
員
募
集
の
観
点
か
ら
、
自
社
に
関

す
る
絵
は
が
き
を
発
行
し
て
幅
広
く
流
布
さ

せ
ま
し
た
。
大
手
の
磐
城
炭
鉱
や
入
山
採
炭

は
明
治
・
大
正
・
昭
和
時
代
に
、
大
正
時
代

初
期
に
発
足
し
た
古
河
好
間
炭
鉱
や
大
日
本

炭
鉱
も
大
正
・
昭
和
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自

社
で
絵
は
が
き
を
発
行
し
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
ら
の
絵
は
が
き
に
は
、
従
業
員
の
働
く
姿

や
慰
安
に
興
じ
る
姿
、
社
内
修
業
の
様
子
な

ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
漁
港
に
お
い
て
は
漁
業
の
盛
況

ぶ
り
と
併
せ
て
、
町
や
村
の
様
子
、
名
所
・

旧
跡
、
海
岸
な
ど
が
絵
は
が
き
の
中
で
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
商
店
の
場
合
は
、
当
時
有
力
な
宣
伝
媒
体

で
あ
っ
た
新
聞
と
比
較
し
て
、
各
商
店
が
独

自
に
費
用
対
効
果
を
勘
案
し
て
選
択
し
て
い

た
と
推
測
で
き
、
昭
和
時
代
初
期
ま
で
、
醸

造
元
や
旅
館
、
割
烹
、
木
材
店
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
職
種
に
お
い
て
宣
伝
用
と
し
て
の
絵
は

が
き
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
い
わ
き
地
域
学
會
　
小
宅
幸
一
）

　明
治
時
代
に
誕
生
し
た
絵
は
が
き
は
、

新
聞
と
並
ん
で
、
重
要
な
情
報
伝
達
媒
体

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
絵
は
が

き
に
残
る
当
時
の
風
景
な
ど
を
通
し
て
、

い
わ
き
の
歴
史
や
文
化
を
ひ
も
と
き
ま
す
。

女子従業員による社内修業の様子が分かる絵
はがき　〔昭和15年（1940）頃　呉羽紡績㈱
錦工場発行〕

と
し
た
体
験
な
ど
も
取
り
入
れ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
の
体
験
学
習
の
場
を
自
然
の
中
に
作
り

た
い
で
す
。
昨
年
の
台
風
に
よ
る
大
規
模

な
土
砂
崩
れ
の
発
生
を
機
に
、
森
林
や
山

の
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
原
因

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
、
対
策
を
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
、
積

極
的
に
整
備
に
関
わ
り
な
が
ら
、
自
然
豊

か
な
田
人
を
守
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
が

自
然
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
機
会
を
作
り

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
に
は
将
来
的
に
広
い
視
野

や
夢
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
こ
れ
か

ら
も
、
子
ど
も
た
ち
と
触
れ
合
い
地
元
の

皆
さ
ん
と
協
力
し
な
が
ら
、
田
人
の
地
域

振
興
に
携
わ
る
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い

で
す
。

Ｑ
　
そ
の
他
の
活
動
に
つ
い
て
も
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　
田
人
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
ほ
か
、
地
区
内
で
は
子
ど

も
の
数
が
少
な
く
、
高
校
生
に
な
る
ま
で

他
地
区
の
子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
が
少
な

い
こ
と
か
ら
、
他
地
区
の
子
ど
も
た
ち
を

招
き
、
地
元
の
皆
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ

た
遊
び
や
地
元
食
材
を
取
り
入
れ
た
交
流

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
て
い
ま
す
。
年
内
に

は
、
親
子
で
田
人
に
あ
る
愛
宕
山
を
登
り
、

川
魚
の
薫
製
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も

行
う
予
定
で
す
。

Ｑ
　
今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
預
か
り
の
場
で
は
、
お
や
つ
の
時
間
に

一
週
間
分
の
金
券
を
先
に
渡
し
、
お
や
つ

の
適
量
と
金
券
の
や
り
く
り
を
学
習
す
る

な
ど
、
子
ど
も
の
思
考
力
の
向
上
を
目
的

Ｑ
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
活
動
し

よ
う
と
考
え
た
き
っ
か
け
は
何
で
す
か
。

　
子
ど
も
向
け
の
習
い
事
の
先
生
を
し
て

い
た
こ
ろ
か
ら
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
通
り
の

指
導
方
法
に
疑
問
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
鮫
川
村
の
キ
ッ
ズ
キ
ャ
ン
プ

に
支
援
員
と
し
て
参
加
し
、
子
ど
も
の
自

主
性
を
尊
重
し
た
体
験
学
習
を
目
の
当
た

り
に
す
る
こ
と
で
、
一
人
一
人
の
個
性
を

伸
ば
し
、
育
て
て
い
く
よ
う
な
活
動
が
し

た
い
と
強
く
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
子
ど

も
の
預
か
り
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ

ス
「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
―
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｉ
」
の
あ
る
田

人
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
興
味
を
持
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
―
Ｔ
Ａ

Ｂ
Ｉ
で
は
、
放
課
後
の
子
ど
も
た
ち
の
預

か
り
の
場
や
地
元
産
の
食
材
を
使
用
し
た

料
理
を
提
供
す
る
カ
フ
ェ
、
移
住
相
談
窓

口
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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下條真輝さん
　田人地区地域おこし協力隊。今年
で２年目を迎える。田人地区の自然
と教育を掛け合わせた地域活性化に
取り組んでいる。

市
民
の
ひ
ろ
ば

ひ
　
　
　
　と
　
　
　
　
　
　
　た
　
　
　
　び

あ 

た 

ご

泉町との交流イベントで、竹で作った水鉄砲
で川遊びをする子どもたち

地域の集いの場であるＨＩＴＯ－ＴＡＢＩの
カフェスタッフの皆さん

子どもたちの個性や自主性を
　　　　伸ばすきっかけ作りを


