
兵庫県立大学　環境人間学部
教授　木村玲

れ お

欧さん
［プロフィール］

専門分野：防災心理学、防災教育学
内閣府・防災教育チャレンジプラン実行委員
会委員、関西広域連合・関西広域防災計画策
定委員会委員、兵庫県・ひょうご安全の日推
進県民会議企画委員会委員などを務める。
平成 27 年度から、町内の小学校で防災教育
の監修にあたる。

→

7 Sayo Town Public Relations 2019.8 6Sayo Town Public Relations 2019.8

Pick up

平成 21 年台風第９号災害が大雨被害をもたらした８月９日から 10 年を迎えるこの日
に、災害の経験・教訓を思い起こし、防災意識を新たにし、未来へつなげるためのつどい
を開催します。
◦日時　８月９日㊎　午前 10 時から正午まで
◦場所　さよう文化情報センター
◦内容　【取り組み発表】　南光小学校教諭　入田悠生さん
　　　　　　　　　　　　防災学習の取組について　　～南光小学校５年生のあゆみ～
　　　　【特別講演】　兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科　科長　室﨑益輝さん
　　　　　　　　　　あの日を忘れない　～未来に経験・教訓をつなぐ～
問企画防災課 防災対策室　☎８２－０６６４

あの日を忘れない　～平成 21 年８月９日から 10 年、
　　　　　　未来に経験・教訓をつなぐつどい～を開催

教
訓
を
伝
え
る
防
災
教
育

佐
用
町
で
小
学
生
の
防
災
教
育
に
携
わ
る
、
兵
庫
県
立
大
学
環
境
人
間
学
部

木
村
玲
欧
教
授
に
、
防
災
学
習
の
目
的
と
重
要
性
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

「
わ
が
こ
と
意
識
」
を
も
つ

　　
病
気
や
交
通
事
故
な
ど
に
比
べ
、

災
害
は
自
分
の
身
に
起
こ
る
危
機
の

発
生
頻
度
が
低
い
た
め
、「
わ
が
こ

と
」
意
識
が
起
こ
り
に
く
い
も
の
で

す
。
自
分
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
て
は
、
命
を
失
う
危
機
に
足
元

を
す
く
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
「
こ
う

い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
こ

う
い
う
行
動
を
す
る
」
と
行
政
や
地

域
、
学
校
教
育
で
意
図
的
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
、「
災
害
は
危
険
な
も

の
」
と
い
う
意
識
は
根
付
き
ま
せ
ん
。

佐
用
町
の
水
害
は
10
年
前
。
今
学
校

で
勉
強
し
て
い
る
多
く
の
子
ど
も
た

ち
に
は
、
生
ま
れ
る
前
の
こ
と
で
す
。

も
は
や
昔
話
の
よ
う
な
も
の
で
、
生

ま
れ
る
前
の
話
と
い
う
の
は
な
か
な

か
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
発
生
頻
度
が
低

い
も
の
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
風
化

し
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が

高
く
な
り
ま
す
。
災
害
の
こ
と
を
後

世
に
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

災
害
の
教
訓
は
地
域
ご
と

に
異
な
る

　

災
害
の
教
訓
と
い
う
の
は
、
地
域

ご
と
に
違
い
ま
す
。
災
害
の
種
類
だ

け
で
な
く
、
地
域
ご
と
に
被
害
状
況

や
そ
の
後
の
対
応
も
違
い
ま
す
。
熊

本
地
震
や
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
こ

ん
な
教
訓
が
あ
っ
た
と
か
、
佐
用
町

で
は
こ
の
よ
う
な
地
形
の
中
で
こ
ん

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
避
難
支
援

町
で
は
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
で
き
な
い
人
を
支
援
す
る
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
緊
急
時
に

は
、
地
域
の
み
な
さ
ん
が
助
け
合
っ
て
避
難
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
こ
の
プ
ラ
ン
が
で
き
る
以
前
か
ら

隣
近
所
で
助
け
合
う
制
度
を
独
自
で
行
っ
て
い
る
、
林
崎
自
治
会
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

近
所
同
士
で
助
け
合
う

「
隣
組
」
制
度

　

林
崎
自
治
会
で
は
、
平
成
24
年
か

ら
独
自
の
防
災
活
動
を
始
め
ま
し

た
。
集
落
内
の
３
～
４
軒
ご
と
に
隣

組
を
作
り
、
避
難
勧
告
な
ど
が
発
令

さ
れ
た
際
に
は
、
隣
組
の
リ
ー
ダ
ー

が
声
掛
け
、
安
否
確
認
を
行
い
ま
す
。

　

自
治
会
に
自
主
防
災
組
織
委
員
を

設
置
し
、
隣
組
の
リ
ー
ダ
ー
と
防
災

訓
練
や
必
要
備
品
の
購
入
な
ど
、
年

間
計
画
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
治
会
独
自
で
、
家
ご
と

に
「
緊
急
時
住
民
確
認
カ
ー
ド
」
を

作
成
し
、
避
難
時
に
援
助
が
必
要
な

人
が
い
る
か
、
持
病
の
薬
の
有
無
な

ど
が
確
認
で
き
る
ほ
か
、
も
し
も
の

時
の
緊
急
連
絡
先
を
把
握
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

安
全
な
避
難
と

避
難
後
の
対
応

　

緊
急
時
は
、
一
時
避
難
所
に
な
っ

て
い
る
公
民
館
で
状
況
が
落
ち
着
く

の
を
待
ち
、
移
動
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
避
難
者
全
員
で
指
定

避
難
所
に
移
動
し
ま
す
。
移
動
の
際

は
、
よ
り
安
全
な
ル
ー
ト
で
避
難
で

き
る
よ
う
対
応
し
ま
す
。

　

ま
た
、
避
難
後
の
高
齢
者
の
体
調
に

も
配
慮
し
、
同
地
区
に
あ
る
「
障
害
者

支
援
施
設
シ
ャ
イ
ン
」
に
協
力
を
要
請

す
る
な
ど
、
地
域
ぐ
る
み
で
防
災
へ
の

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

障害者福祉施設シャインと林崎自治会役員とで行われた防災訓練の様子。施設内
に段ボール製の仕切りやベッドを設置しました（平成 30 年６月）

災害当時の瑠璃寺（船越）の状況について、説明を聞く南光小学校児童（平成 30 年 10 月）



→

→

→
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な
被
害
が
出
た
と
か
、
災
害
で
起
き

た
こ
と
を
教
訓
の
形
に
翻
訳
し
て
、

伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ

れ
は
、
た
だ
被
災
者
の
話
を
聞
く
だ

け
で
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
防
災
教
育

で
重
要
な
こ
と
は
、
た
だ
話
を
聞
く

だ
け
で
な
く
、
対
応
の
と
こ
ろ
ま
で

勉
強
す
る
こ
と
で
す
。

　

特
に
大
切
な
の
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
で
す
。
い
ろ
ん
な
体
験
談
を
聞
き
、

地
域
の
水
害
の
教
訓
を
も
と
に
し
な

が
ら
、
実
際
に
今
佐
用
町
で
ど
ん
な

こ
と
が
起
こ
る
の
か
を
改
め
て
振
り

返
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

災
害
診
断
を
す
る

　

健
康
診
断
に
な
ぞ
ら
え
て
災
害
診

断
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
災
害

診
断
で
自
分
の
身
の
回
り
に
ど
ん
な

危
険
が
潜
ん
で
い
る
か
確
認
し
ま
し

ょ
う
。
健
康
診
断
で
客
観
的
に
自
分

の
状
況
を
知
り
、
生
活
改
善
し
よ
う

と
思
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。
身
の

回
り
に
ど
ん
な
危
険
が
あ
る
の
か
わ

か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
適
切
な
行
動

は
で
き
ま
せ
ん
。

　

正
し
い
知
識
が
あ
っ
て
こ
そ
、
い

ろ
い
ろ
な
情
報
が
出
た
時
に
適
切
な

判
断
が
で
き
、
迅
速
な
行
動
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
は
防

災
教
育
で
、
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の

地
域
と
い
う
の
は
、
自
然
豊
か
で
い

い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
反
面
、

一
転
し
て
非
常
時
に
は
大
雨
が
降

り
、
災
害
の
被
害
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
で
、
繰
り
返
し
伝
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

情
報
を
正
し
く
理
解
す
る

　

今
年
新
た
に
災
害
の
情
報
に
５
段

階
の
警
戒
レ
ベ
ル
が
設
定
さ
れ
ま
し

た
。
大
雨
や
避
難
に
関
す
る
情
報
を

５
つ
の
区
分
に
分
け
た
も
の
で
す
。

　

例
え
ば
レ
ベ
ル
４
と
い
う
の
は
上

か
ら
２
番
目
の
と
て
も
危
険
な
状
況

で
す
。
こ
れ
が
出
た
ら
避
難
行
動
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
佐
用

町
で
は
レ
ベ
ル
３
で
避
難
所
を
開
設

し
ま
す
。
レ
ベ
ル
３
が
避
難
の
準
備

を
行
い
、
災
害
に
備
え
る
段
階
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
ふ
う
に
わ
か
り
や
す

く
５
種
類
に
分
け
た
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
レ
ベ
ル
が
ど
ん
な
状
況
を
指
す

の
か
理
解
し
て
い
な
い
と
、
実
際
に

避
難
行
動
に
移
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、「
そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ

て
も
め
ん
ど
く
さ
い
し
、
ど
う
せ
警

報
ぐ
ら
い
じ
ゃ
災
害
は
お
こ
ら
な

い
」
と
い
う
人
が
出
て
き
ま
す
。

　

そ
の
原
因
は
２
つ
あ
り
、
ま
ず
１

つ
目
は
、
警
報
の
意
味
を
勘
違
い
し

て
い
る
人
が
ま
だ
ま
だ
多
い
こ
と
で
す
。

　

警
報
と
い
う
の
は
災
害
が
起
き
る

状
況
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
災
害
が

起
き
る
可
能
性
が
飛
躍
的
に
高
ま
る

の
で
、
自
分
の
ス
イ
ッ
チ
を
非
日
常

に
切
り
替
え
て
、
災
害
に
備
え
ま
し

ょ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

２
つ
目
は
、「
オ
オ
カ
ミ
少
年
効

果
」
で
す
。
２
、３
回
何
も
起
き
な

か
っ
た
ら
、
間
違
っ
た
知
識
の
も
と

「
ど
う
せ
警
報
が
出
て
も
何
も
起
き

な
い
か
ら
何
も
し
な
い
」
と
考
え
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
だ
レ
ベ
ル
を
設
定

し
て
数
回
し
か
発
令
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
が
、
各
地
の
避
難
率
は
極
め
て
低

い
状
況
で
す
。
レ
ベ
ル
４
が
発
令
さ

れ
て
も
状
況
の
切
迫
性
が
伝
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
レ
ベ
ル
４
が
今
後
数
回

発
令
さ
れ
る
と
、「
ど
う
せ
レ
ベ
ル

４
が
出
て
も
た
い
し
た
こ
と
な
い
」

と
思
い
こ
ん
で
、
行
動
し
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

避
難
行
動
の
習
慣
化

避
難
を
習
慣
化
し
、
し
っ
か
り
行

動
に
移
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
実
際
に
、
警
報
が
出
る
た
び
に

避
難
し
て
、
今
ま
で
何
も
起
き
な
か

っ
た
け
ど
避
難
行
動
を
続
け
て
、
20

回
以
上
避
難
し
た
と
き
、
土
砂
災
害

が
発
生
し
家
が
土
砂
に
埋
も
れ
、
避

難
し
て
い
な
か
っ
た
ら
死
ん
で
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
例
も
あ
り

ま
す
。
毎
回
「
わ
が
こ
と
意
識
」
を

も
っ
て
危
機
管
理
を
続
け
た
結
果

が
、
命
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま

す
。
災
害
は
ま
れ
に
し
か
起
き
ま
せ

ん
が
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
見
て
危

険
だ
か
ら
避
難
す
る
と
か
、
危
険
が

少
な
い
地
域
だ
か
ら
外
に
出
ず
自
宅

に
留
ま
ろ
う
、
と
い
っ
た
こ
と
を
何

度
も
繰
り
返
し
行
っ
て
、
災
害
へ
の

危
機
管
理
を
習
慣
化
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

水
害
の
経
験
を
教
訓
と
し
て

　

地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
ま
れ
に

し
か
起
き
な
か
っ
た
災
害
が
、
今
ま

で
以
上
の
頻
度
で
起
き
る
よ
う
な
自

然
状
況
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
自
然

が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
人
間

も
し
っ
か
り
対
応
し
て
変
わ
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
立
ち
返
り
、

い
か
に
災
害
を
わ
が
こ
と
と
と
ら
え

る
か
、
そ
の
た
め
の
防
災
教
育
の
在

り
方
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

水
害
の
経
験
を
教
訓
と
し
て
、
学

校
教
育
や
地
域
防
災
の
中
で
、
正
し

い
知
識
の
も
と
、
適
切
な
判
断
、
迅

速
な
行
動
を
何
回
も
行
い
習
慣
化
し

て
、
も
し
次
に
大
き
な
災
害
が
起
き

た
時
も
、
子
ど
も
た
ち
が
し
っ
か
り

と
避
難
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
が
、
防
災
教
育
の
目
的
で
す
。

写真上：災害をモンスターに例えて、子どもたちにもわかりや
　　　　すく伝える木村教授
写真左：全戸配布され、小学校の防災教育にも活用されている
　　　　ハザードマップ

佐用商店街周辺の当時の状況について、説明を
聞く佐用小学校児童（平成 30 年 10 月）

ハザードマップに色塗りをして、危険な場所を
把握する上月小学校児童（令和元年６月）

避難生活で発症しやすいエコノミークラス症候群の予防体操
を学ぶ三河小学校児童（平成 31 年１月）

災害の発生後、生活する上で困ることについて、意見を出し
合う三日月小学校児童（平成 30 年 11 月）




