
昨
年
の
豪
雨
災
害
に
対
す
る

検
証
と
地
域
防
災
計
画
の

見
直
し
を
行
い
ま
し
た屋内施設を有する避難予定場所

避難予定場所 収容対象予定地区 避難予定場所 収容対象予定地区
総合交流ターミナル
（岩戸の里）

内牧、外牧、錦野
※水害時は菊阿体育館 子育て・健診センター 駅通、室東

菊阿体育館 瀬田、大林 大津北中学校 上大津、楽善、日吉が丘、西嶽、
水源町・西窪

大津町運動公園
(スポーツの森・大津 )

鳥子川、吹田、森、上陣内、大津東、
引水東

室小学校・大津地区
公民館分館 室北、北出口、室西、あけぼの

大津南小学校 岩坂、中陣内、中島、下陣内、町、
下町 大津北小学校 下猿渡、御所原、馬場、宮本、

多々良、仮宿、米山

大津中学校 鍛冶、中学通り、灰塚、新 野外活動等研修センター
（旧真城小学校） 古城、真木

大津小学校 立石、後迫、上鶴、引水 矢護川コミュニティセンター
（旧矢護川小学校） 護東、御願所、上中、下中、片俣

美咲野小学校 美咲野、高尾野、新小屋
護川小学校 上猿渡、小林、今村、杉下、杉上、

上の原
生涯学習センター 上鶴南

町民交流施設
（オークスプラザ） 松古閑・塘町、中央 人権啓発福祉センター 源場、つつじ台、桜丘

屋外の避難予定場所

山村広場、高尾野公園、町民グラウンド、昭和園、大津中央公園

一
　
気
象
関
係
情
報
の
収

集
・
伝
達

　

情
報
伝
達
方
法
の
不
備
な
ど
を

反
省
し
、
防
災
行
政
無
線
拡
声
子

局
の
増
設
や
消
防
団
と
の
連
携
に

よ
り
情
報
伝
達
を
強
化
し
ま
す
。

二
　
初
動
体
制
の
充
実

　
町
水
防
班
体
制
の
抜
本
的
見
直
し

を
行
い
、
指
揮
命
令
系
統
を
明
確
化

し
、職
員
意
識
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

三
　
住
民
避
難
・
避
難
支
援

体
制
の
整
備

　

明
確
な
避
難
勧
告
な
ど
の
発
令

基
準
を
策
定
し
、
防
災
行
政
無
線
な

ど
で
確
実
に
伝
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
避
難
所
の
周
知
を
徹
底

し
、
速
や
か
で
安
全
な
避
難
所
開
設

の
設
営
・
運
営
基
準
を
整
備
し
ま
す
。

四
　
関
係
機
関
と
の
連
絡
体

制
の
強
化

　

災
害
発
生
時
は
消
防
や
警
察
な

ど
の
関
係
機
関
と
の
連
携
が
不
可

欠
で
す
。
今
後
も
連
絡
体
制
や
協

力
体
制
の
強
化
を
進
め
ま
す
。

五
　
被
災
者
支
援
体
制
の
強
化

　

被
災
者
支
援
の
窓
口
を
明
確
化

し
、
情
報
共
有
を
行
い
ま
す
。
住

宅
被
災
者
に
は
町
営
住
宅
や
老
人

ホ
ー
ム
な
ど
複
数
の
受
け
入
れ
体

制
を
整
え
ま
す
。
ま
た
、
災
害
時

要
援
護
者
支
援
の
対
策
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
整
備
し
ま
す
。

六
　
地
域
防
災
力
の
向
上

　

特
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
岩
坂

阿
原
目
地
区
と
真
木
地
区
で
す
が
、

阿
原
目
地
区
で
は
住
民
の
共
同
作

　

６
月
４
日
、
梅
雨
を
前
に
「
町
地
域
防

災
会
議
」
と
「
水
防
会
議
」
お
よ
び
「
国

民
保
護
協
議
会
」を
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
見
直
し
の
基
本
方
針
と
し
て
、

昨
年
７
月
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た

九
州
北
部
豪
雨
災
害
を
踏
ま
え
、
本
町
の

災
害
に
対
す
る
反
省
点
、
災
害
危
険
箇
所

や
避
難
所
の
再
点
検
の
結
果
を
反
映
し
、

大
規
模
か
つ
広
域
的
な
災
害
へ
の
対
応
体

制
や
自
主
防
災
組
織
の
活
性
化
な
ど
を
中

心
に
防
災
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
各
行

動
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
に
反
映
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

災害を防ぎ
　　　被害を最小限に

大津町地域防災会議

業
に
よ
り
早
期
復
旧
が
実
行
さ
れ
、

真
木
地
区
で
は
地
元
区
長
を
中
心

に
自
主
避
難
を
促
し
、
人
的
被
害

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
共
通
す
る

の
は
地
域
中
心
の
防
災
活
動
で
あ

り
、
防
災
、
減
災
に
は
地
域
防
災

力
の
強
化
が
極
め
て
重
要
で
す
。
町

は
地
域
防
災
力
の
向
上
を
目
指
し
、

自
主
防
災
組
織
の
支
援
や
地
域
防

災
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
行
い
ま
す
。

七
　
災
害
情
報
の
共
有

　
今
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
、

小
学
校
校
区
別
に
災
害
危
険
箇
所
、

地
元
の
一
時
避
難
所
の
見
直
し
を

行
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
検
討
し
た

内
容
を
地
元
の
皆
さ
ん
の
共
通
認

識
と
し
て
も
ら
い
、
自
主
防
災
組

織
の
設
立
や
組
織
の
活
性
化
に
発

展
す
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

「自助・共助・公助」
　自分の命は自分で守る。そして自
分の命が助かることで自分の大切な
人や地域を守ることができます。
　地元住民の結束と地域リーダーの
適切な判断により人的被害を防ぐこ
とができました。
　昨年の７月の豪雨は、未明から朝
方の短時間に集中しました。災害を
未然に防ぐためにも、明るいうちに
早めの避難をお願いします。

防災・減災のまちづくりを目指して
ー地域防災力の向上ー

◎ 防災、減災において地域の持つ役割
　 がいかに重要であるか再認識させら
　 れました。
◎ 地域の実情をよく知った身近な人が、
　 初動対応において迅速に対応するこ
　 とが被害軽減につながりました。

減災減災

地域防災力の向上を目指す

自主防災組織の活性化
地域防災リーダーの育成

行
政
主
導
、
依
存
の
防
災
に
は

限
界
が
あ
る

※収容対象予定地区の表記は、避難予定場所を限定するものではありません。
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