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防災教育の促進について

防災教育のモデル校 ： 栗東市立 葉山小学校

野洲川地域安全懇談会において、防災教育のモデル校の候補を募集

作成した指導計画等は協議会に関連する市の全ての学校へ共有

改訂された新学習指導要領に基づく防災教育として各学校にて授業を実施

平
成

30
年

度

・防災教育に関する指導計画（案）
等作成

・先行校での試行授業の実施モデル校
（葉山小学校）

野洲川地域
安全協議会

野洲川地域安全協議会とモデル校で連携し、指導計画等を作成

連携連携

栗東市・琵琶湖河川事務所

1

＜取組番号28＞
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防災教育教材の作成 学習指導（案）の作成

防災教育の促進について 栗東市・琵琶湖河川事務所

2

＜取組番号28＞
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国
土

交
通
省

琵
琶

湖
河

川
事

務
所

1

ふ
き

け
ん

大
雨

が
降

っ
た
と
き
の
危

険
と

地
域

に
あ
る
良

い
と
こ
ろ

を
知

ろ
う
！

ち
い

き

栗
東

市
立

葉
山

小
学

校
版

洪
水

①

お
お
あ
め

よ
し

2

雨
が
降
っ
て
き
ま
し
た
・
・
・

ふ
あ
めみ

な
さ
ん
は
、
雨
が
降
っ
て
困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

ふ
こ
ま

あ
め

3

も
し
、
大

雨
が
ず
ー
っ
と
降
り
続
い
て
い
た
ら
・
・・

ふ
お
お
あ
め

つ
づ

町
が
水

浸
し

に
な
る

ま
ち

み
ず

び
た

川
の
水

が
あ
ふ
れ
る

か
わ

み
ず

道
路

に
水
が

川
の
よ
う
に
流
れ
る

み
ず

か
わ

な
が

ど
う

ろ

お
み
ん
な
の
町
や
地
域
で
は

ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
だ
ろ
う
？

ち
い

き
ま
ち

イ
ラ

ス
ト

｜
国

土
交

通
省

都
市

局
都

市
計

画
課

4

大
雨

が
降

っ
た
と
き
の

町
の
様

子
を
見
て
み
よ
う

よ
う

す

ふ

み
ん
な
が
住
む
栗

東
市

で
す

り
っ

と
う

し

お
お

あ
め

ま
ち

み

5
写

真
｜

撮
影

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局

京
都

府
福
知
山
市

平
成

26年
8
月

6
写

真
｜

撮
影

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局

京
都

府
福
知
山
市

平
成

26年
8
月

7

平
成
2
5
年

台
風

1
8
号

気
象

庁
彦

根
地

方
気

象
台

「
平

成
25 年

台
風

第
18 号

に
よ

る
大

雨
と

強
風

に
つ

い
て

（
第
2 報

）
」

へ
い
せ
い

ね
ん

た
い

ふ
う

ご
う

み
ん
な
の
住

ん
で
い
る
近

畿
地

方
の

広
い
範

囲
で
、
大

雨
が
降

り
続

き
ま
し
た

は
ん

い
ふ

ひ
ろ

す

つ
づ

お
お

あ
め

き
ん

き
ち

ほ
う

9
月

16
日

09
時

が
つ

に
ち

じ

9
月

16
日

09
時

が
つ

に
ち

じ

8

こ
の
大
雨
で
、
滋
賀
県
で
も

洪
水
災

害

が
発
生
し
ま
し
た

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

し
が

け
ん

お
お

あ
め

は
っ

せ
い

3



9

ど
の
く
ら
い
の
大
雨
だ
っ
た
か
と
い
う
と
・
・
・

こ
の
よ
う
な
大

雨
が

降
り
続

き
ま
し
た

１
時

間
に
2
0
m
m
、
3
0
m
m
の
雨
っ
て
ど
の
く
ら
い
？

傘
を
さ
し
て
い
て
も

ぬ
れ
る

気
象

庁
「
雨

と
風

」

こ
の
よ
う
な
大

雨
が

降
り
続

き
ま
し
た

ふ
か

さ

20
～

50m
m

30
～

50m
m

道
路
が

川
の
よ
う
に
な
る

お
お
あ

め

じ
か

ん
あ

め

ど
う

ろ

か
わ

お
お

あ
め

つ
づ

0 10 20 30 40

12:00
18:00

24:00
06:00

12:00

（
m

m
）

平
成

25
年

9
月

15日

１
時

間
に
降

っ
た
雨

の
量

（
野

洲
）

や
す

6
時

0
時

1
8時

12
時

1
2時

平
成

2
5
年

9月
16

日

じ
か
ん

ふ
あ
め

り
ょ
う

じ
じ

じ
じ

じ

へ
い

せ
い

ね
ん

が
つ

に
ち

へ
い

せ
い

ね
ん

が
つ

に
ち

10

洪
⽔

災
害

て
っ

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

大
雨

な
ど
で
、
川

の
水

が
あ
ふ
れ
た
り
、

雨
の
水

が
た
ま
り
、
町

中
が
水

び
た
し
に

な
っ
て
し
ま
う
災
害

の
こ
と

さ
い

が
い

お
お

あ
め

か
わ

み
ず

あ
め

み
ず

ま
ち

じ
ゅ

う
み

ず

11

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

川

堤
防

て
い

ぼ
う

栗
東

市
目

川
地

先
金
勝

川

写
真

：
栗

東
市

提
供

平
成

25年
9
月 か

わ

ど
う
な
っ
て
い
る
？

て
い

ぼ
う

ど
う
な
っ
て
い
る
？

堤
防

が
壊

れ
川

が
あ
ふ
れ
て
い
る

て
い

ぼ
う

こ
わ

か
わ

写
真

：
滋

賀
県
12

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

栗
東
市

目
川
地
区

栗
東

市
り

っ
と

う
し

ど
う
な
っ
て
い
る
？

写
真

：
滋

賀
県
13

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

栗
東

市
り

っ
と

う
し

※
 わ

た
し
た
ち
の
栗
東

小
学
校
3
・
4
年
生
用

社
会
科

副
読
本

P1
1
4

り
っ
と

う
し
ょ
う
が

っ
こ
う

ね
ん
せ
い
よ
う

し
ゃ

か
い

か
ふ

く
ど

く
ほ

ん

ど
う
な
っ
て
い
る
？

写
真

：
滋

賀
県
14

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

栗
東

市
り

っ
と

う
し

※
 わ

た
し
た
ち
の
栗
東

小
学
校
3
・
4
年
生
用

社
会
科

副
読
本

P1
1
4

り
っ
と

う
し
ょ
う
が

っ
こ
う

ね
ん
せ
い
よ
う

し
ゃ

か
い

か
ふ

く
ど

く
ほ

ん

ど
う
な
っ
て
い
る
？

15

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

写
真

：
滋

賀
県

提
供

平
成

2
5
年

9
月

野
洲

市
小

篠
原

地
先

野
洲

駅
前

交
差

点

ど
う
な
っ
て
い
る
？

野
洲

市
や

す
し

16

洪
水
災

害
こ

う
ず

い
さ

い
が

い

※
 
わ
た
し
た
ち
の
栗
東

小
学
校
3
・
4
年
生
用

社
会
科

副
読
本

P
1
10
～
P
1
12

り
っ

と
う

し
ょ
う
が

っ
こ
う

ね
ん

せ
い

よ
う

し
ゃ

か
い

か
ふ

く
ど

く
ほ

ん
19
53
年
（
昭
和
2
8年

）
9
月
2
5
日

台
風
13
号
に
よ
る
金
勝
川
の
被
害

１
９
５
３
年

（
昭

和
２
８
年

）
に
も

台
風

１
３
号

の
大

雨
で
川

の
水

が

あ
ふ
れ
ま
し
た
。 し
ょ

う
わ

ね
ん

ね
ん

た
い

ふ
う

ご
う

か
わ

み
ず

お
お
あ
め

金
勝

川
こ

ん
ぜ

が
わ

4



17

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

写
真

：
滋

賀
県

（
提

供
：
琵

琶
湖

博
物

館
）

昭
和
2
8
年
(
1
9
5
3
年
)
台
風
1
3
号

滋
賀
県
野
洲
市
安
治
（
旧
中
主
町
）

野
洲

市
安

治
地

区
あ

わ
じ

野
洲

川
や

す
が

わ
ち

く
や

す
し

お
こ

う
ず

い
さ

い
が

い

む
か
し
起
こ
っ
た
洪
水
災
害

18

雨
が
降

っ
た
と
き
の

“危
険

”

に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
ょ
う

今
日
は

き
け

ん
ふ

あ
め

き
ょ

う

が
く
し
ゅ
う

19

大
雨
が
降

っ
た
と
き
、
ど
ん
な
危

な
い
こ
と

が
起
こ
る
だ
ろ
う
？

あ
ぶ

ふ
お
お
あ
め

お

20

堤
防

が
壊

れ
た
り
し
て
、
川

の
水

が
あ
ふ
れ
る

て
い
ぼ
う

こ
わ

た
く
さ
ん
の
家

が
水

に
浸

か
る

（浸
水

す
る
）

し
ん

す
い

つ
い

え

家
が
流

さ
れ
る

い
え

な
が

洪
水
災

害
こ

う
ず

い
さ

い
が

い

写
真

｜
撮

影
：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局

京
都
府

福
知

山
市

か
わ

み
ず

21

道
路
が
水
に
浸

か
っ
て
し
ま
う

つ

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

写
真

｜
撮

影
：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局

京
都
府

福
知

山
市

ど
う

ろ
み
ず

車
が
動

け
な
く
な
る

く
る

ま
う

ご

車
の
中

に
と
じ
こ
め
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
る

く
る

ま
な

か

22

大
雨
が
降
っ
た
と
き
の
危

険
を
知
ろ
う
！

問
１

洪
水

災
害

の
危

険
に
つ
い
て
、

（
）
の
中

を
埋

め
て
み
よ
う

き
け

ん
ふ

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

き
け

ん

う

学
習
の
確
認

写
真

：
滋

賀
県

「
水

害
情

報
発

信
」

平
成

25
年

9月
平

成
25

年
9
月

写
真

：
琵

琶
湖

河
川

事
務

所

守
山

市
伊
勢

町
地
先

守
山

市
小
島
町

地
先

野
洲

川

お
お

あ
め

し
が

く
し
ゅ
う

か
く

に
ん

と
い

な
か

洪
水
災
害
は
、
（

）
で
（

）の
水
が
あ
ふ
れ
た
り
、

雨
の
水
が
た
ま
り
、
町
中

が
（

）に
な
っ
て
し
ま
う

災
害
で
す
。

23

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

さ
い

が
い

問
１

洪
水

災
害

の
危

険
に
つ
い
て
、

（
）
の
中

を
埋

め
て
み
よ
う

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

き
け

ん

う

と
い

な
か

み
ず

あ
め

み
ず

ま
ち
じ
ゅ
う

24

問
２

正
し
い
と
思

っ
た
ら
○

、
間

違
っ
て
い
る
と
思
っ
た
ら
×
を

（
）
に
書

い
て
く
だ
さ
い
。

①
大
雨
で
道
路
が
水
に
浸
か
っ
て
い
ま
す
が
、
深
さ
は
み
ん
な

の
ヒ
ザ
よ
り
低
い
く
ら
い
で
す
。
こ
れ
く
ら
い
の
深
さ
な
ら
、
水

の
中
を
歩

い
て
も
大
丈

夫
？

※
答
え
の
理
由
も
考
え
て
み
よ
う

つ

ま
ち

が

だ
い

じ
ょ

う
ぶ

と
い

た
だ

お
も

お
も

か

お
お
あ
め

ど
う

ろ
ふ

か

ひ
く

ふ
か

み
ず

な
か

あ
る

こ
た

り
ゆ

う
か
ん
が

み
ず

5



25

問
２

正
し
い
と
思

っ
た
ら
○

、
間

違
っ
て
い
る
と
思

っ
た
ら
×
を

（
）に

書
い
て
く
だ
さ
い
。

②
大
雨
に
よ
っ
て
川
が
あ
ふ
れ
そ
う
で
す
。

一
番
近
い
高
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
堤
防
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
、
堤
防
に
避

難
し
て
も
大
丈

夫
？

※
答
え
の
理
由
も
考
え
て
み
よ
う て

い
ぼ

う

て
い

ぼ
う

ひ
な

ん
だ

い
じ
ょ
う
ぶ

ま
ち

が
と
い

お
お
あ
め た
だ

お
も

お
も

か

か
わ

い
ち

ば
ん

ち
か

た
か

こ
た

り
ゆ

う
か
ん
が

洪
水
災

害
は
、
（

）
で
（

）の
水

が
あ
ふ

れ
た
り
、

雨
の
水
が
た
ま
り
、
町

中
が
（

）に
な
っ
て
し
ま

う
災
害
で
す
。

26

問
１

洪
水

災
害

や
土

砂
災

害
の
危
険

に
つ
い
て
、

（
）
の
中
を
埋

め
て
み
よ
う

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

ど
し

ゃ
さ

い
が

い
き

け
ん

う

答
え
合

わ
せ

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

さ
い

が
い

と
い

な
か

こ
た

あ

大
雨

お
お
あ
め

川 か
わ

水
び
た
し

み
ず

み
ず

あ
め

み
ず

ま
ち
じ
ゅ
う

27

答
え
合

わ
せ

①
大
雨
で
道
路
が
水
に
浸
か
っ
て
い
ま
す
が
、
深
さ
は
み
ん
な

の
ヒ
ザ
よ
り
低
い
く
ら
い
で
す
。
こ
れ
く
ら
い
の
深
さ
な
ら
、
水

の
中
を
歩

い
て
も
大
丈

夫
？

問
２

正
し
い
と
思
っ
た
ら
○
、

間
違

っ
て
い
る
と
思

っ
た
ら
×
を

（
）
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。 ま
ち

が

つ

だ
い

じ
ょ
う

ぶ

正
解
は
・
・・
・

せ
い

か
い

と
い

こ
た

あ

た
だ

お
も

お
も

か

お
お
あ
め

ど
う

ろ
ふ

か

ひ
く

ふ
か

み
ず

な
か

あ
る

み
ず

28

水
び
た
し
の
ま
ち
を
歩
く
の
は
危
険
！

き
け

ん

写
真

：
滋

賀
県

提
供

平
成

25年
9月

側
溝

（
み
ぞ
）
や
マ
ン
ホ
ー
ル
に

は
ま
っ
て
し
ま
う

そ
っ

こ
う

流
れ
が
速

い
と
こ
ろ
で
は

浅
く
て
も
流
さ
れ
て
し
ま
う

な
が

は
や

あ
さ

な
が

み
ず

あ
る

29

こ
こ
に
マ
ン
ホ
ー
ル
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

水
び
た
し
の
ま
ち
を
歩
く
の
は
危
険
！

き
け

ん

写
真

：
滋

賀
県

提
供

平
成

25
年

9月

み
ず

あ
る

30

答
え
合

わ
せ

問
２

正
し
い
と
思

っ
た
ら
○

、
間

違
っ
て
い
る
と
思

っ
た
ら
×
を

（
）に

書
い
て
く
だ
さ
い
。 ま
ち

が

②
大
雨
に
よ
っ
て
川
が
あ
ふ
れ
そ
う
で
す
。

一
番
近
い
高
い
と
こ
ろ
と
し
て
、
堤
防
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
、
堤
防
に
避
難
し
て
も
大
丈
夫
？

て
い

ぼ
う

て
い

ぼ
う

ひ
な

ん
だ

い
じ
ょ
う
ぶ

正
解
は
・・
・・

せ
い

か
い

こ
た

あ

た
だ

お
も

お
も

か

て
い

ぼ
う

お
お
あ
め

か
わ

い
ち

ば
ん

ち
か

た
か

31

堤
防
の
ど
こ
が
壊
れ
る
か
わ
か
ら
ず
、
大
変
危
険
で
す
。

ま
た
、
堤
防
の
道
路
は
、
堤
防
の
点
検
や
水
防
活
動
な
ど
に

使
う
た
め
、
そ
う
し
た
活

動
の
じ
ゃ
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

て
い

ぼ
う

こ
わ

き
け

ん

て
い

ぼ
う

て
い

ぼ
う

す
い

ぼ
う
か

つ
ど
う

て
ん

け
ん

平
成
2
5
年
(
2
0
1
3
年
)
台
風
1
8
号

滋
賀
県
東
近
江
市
芝
原
町

ひ
が

し
お

う
み

し
し
ば

は
ら
ち

ょ
う

へ
び
す
な
が
わ

た
い
へ
ん

ど
う

ろ

つ
か

か
つ

ど
う

32

で
も
・・
・

み
な
さ
ん
が
住
む
地

域
に
は

良
い
と
こ
ろ
も
い
っ
ぱ
い

ち
い

き
す

よ

大
雨

が
降
る
と
、

川
や
地
域
で
危
な
い
こ
と
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る

ち
い

き
あ

ぶ
か

わ
お

ふ
お

お
あ

め

6



33

問
３

み
な
さ
ん
が
住
む
地

域
の
良

い
と
こ
ろ

を
、

グ
ル
ー
プ
で
話

し
合
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書

い
て
み
よ
う

ち
い

き

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
！

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
！

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
！

イ
ラ

ス
ト
｜

国
土

交
通

省
都

市
局

都
市

計
画

課

よ
す

は
な

あ
か

と
い

※
 わ

た
し
た
ち
の
栗
東

小
学
校
3
・
4
年
生
用

社
会
科

副
読
本

P3
～
P
7
、
P
1
0～

P1
1

り
っ
と

う
し
ょ
う
が

っ
こ
う

ね
ん
せ
い
よ
う

し
ゃ

か
い

か
ふ

く
ど

く
ほ

ん

34

今
日

の
学

習
の
ま
と
め

問
４

今
日

の
授

業
で
思

っ
た
こ
と

や
感

じ
た
こ
と

を
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

じ
ゅ
ぎ
ょ
う

き
ょ

う
が

く
し

ゅ
う

と
い

き
ょ

う
お

も
か

ん

か

35

洪
水

災
害

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

と
て
も

危
な
い

あ
ぶ

ま
と
め

と
き
ど
き
降
る

大
雨

の
と
き

し
か
起
こ
り
ま
せ
ん

ふ

し
か
し
、

お
お

あ
め

お

洪
水

災
害

が
起

こ
り
そ
う
な
大

雨
の
と
き
は
、

危
険

か
ら
身

を
守

る
行

動
（避

難
）
を

と
っ
て
く
だ
さ
い

こ
う

ず
い

さ
い

が
い

き
け

ん
ひ

な
ん

おみ
ま

も
こ

う
ど

う お
お

あ
め

写
真

：
琵

琶
湖

河
川

事
務

所
写

真
：
滋

賀
県

「
水

害
情

報
発

信
」

平
成

25
年

9月
平

成
25年

9
月

36

ま
と
め

地
域
に
あ
る
良

い
と
こ
ろ
（
恵

み
）
を

い
っ
ぱ
い
受
け
取
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
！

危
険

で
な
い
と
き

は
、

ち
い

き
め

ぐ
よ

う
と

き
け

ん

写
真
︓
滋
賀
県
提
供

写
真
︓
滋
賀
県
提
供

37

「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」に

は
洪
水
災
害
の
危
険
な
場
所
や
、

災
害

時
の
避

難
の
方
法

な
ど
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

さ
い

が
い

じ
ひ

な
ん

き
け

ん
ば

し
ょ

ほ
う
ほ

う
か

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
、
家
族

の
人

た
ち
と
確
認

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い

か
く
に

ん
か

ぞ
く

ひ
と

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
一

つ
の
例
で
あ
り
、
想

定
を
超

え
る
災

害
が
起

こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

こ
さ
い
が
い

れ
い

ひ
と

そ
う
て
い

お

た
ま
に
起
こ
る
洪

水
災

害
に
備
え
る
た
め
に
・
・・

こ
う
ず

い
さ
い

が
い

そ
な

お

み
ん
な
の
お
家
に
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

が
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

う
ち

く
ば

38

家
族
と
一
緒
に
、
災
害
時
の
行
動

や
備

え
を

話
し
合

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う

い
っ

し
ょ

さ
い

が
い

じ
そ

な
か

ぞ
く

こ
う

ど
う

は
な

あ

39

お
わ

り

ふ
き

け
ん

大
雨
が
降

っ
た
と
き
の
危

険
と

地
域

に
あ
る
自

然
の
良

い
と
こ
ろ

を
知
ろ
う
！

ち
い

き

お
お

あ
め

し
ぜ

ん
よ

し

7
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水のめぐみ館「アクア琵琶」、ウォーターステーション琵琶を
拠点とした防災意識向上に資する住民連携イベント等の啓発活動

琵琶湖河川事務所

8

＜取組番号22＞

■ 毎年、夏・冬にアクア琵琶とウォーターステーション琵琶で「水辺の匠」イベントを実施し、防災に関す
る啓発活動を実施。

13



14



15



瀬田川洗堰

●琵琶湖河川事務所

危機管理型水位計の設置 琵琶湖河川事務所

■ 瀬田川では、大津市関津地先左岸68.3㎞付近に危機管理型水位計を設置した。

11

＜取組番号31＞

太陽光パネル

危機管理型水位計の設置状況

16



危機管理型水位計運用システム「川の水位情報」

草
津

川

関津地先

既設の観測所と危機管理型水位計が閲覧可能です。

危機管理型水位計の設置 琵琶湖河川事務所

■ 危機管理型水位計のデータも危機管理型水位計運用システム「川の水位情報」を通じて、クラウド上で閲覧可能です。

12

＜取組番号31＞

17



避難準備
高齢者等避難開始

⑤氾濫発生

③避難判断水位

②氾濫注意水位

①水防団待機水位

【お問合せ先】 国土交通省 近畿地方整備局

琵琶湖河川事務所 調査課
〒520-2279大津市黒津4-5-1  077-546-0844（代表）

洪水にそなえ、まずチェック！

大雨で豹変する

いつもはおだやかな川が・・・

平成29年5月より、国が管理する瀬田川や野洲川が
氾濫する可能性が高まったとき、その地域にいる人
へ、氾濫の危険をお知らせする洪水情報を携帯電
話・スマホへ自動配信しています。

河川名
基準観測所
（位置）

配信対象市

瀬田川

関ノ津
（大津市）

大津市
鳥居川

（大津市）

野洲川
野洲

（野洲市）

近江八幡市、草津市、
守山市、栗東市、
野洲市、湖南市

■配信内容
瀬田川または野洲川において、
氾濫危険水位を超え河川氾濫のおそれが
あるとき、氾濫が発生したときに配信します。

住民のみなさま

■配信エリア

各観測所には、氾濫の危険度を表す基準水位が定め
られています。現況水位が基準水位のどこまできて
いるか、水位上昇を続けているかを「川の防災情
報」で確認し、氾濫の危険性を知ることができます。

⽔位を知り
氾濫に備える

③氾濫警戒情報

④氾濫危険情報

⑤氾濫発生情報

洪水予報

②氾濫注意情報

避難勧告等

避難情報

洪水予報や避難情報の発表を待つだけではなく、
住民自ら判断して早めの避難を心がけましょう。

河川の水位と今後の雨の降り方の予測をもとに、国土交
通省と気象庁が共同で洪水予報の発表を行います。

各市町村からは、避難情報が発表されます。

H30.7表紙写真：H25.9 台風18号 野洲川

氾濫するおそれのある水位

避難準備情報発表の目安となる水位

氾濫の発生を注意する水位

水防団が待機する目安となる水位

河川管理者(国)
・気象庁

氾濫危険水位を
越えたとき

とるべき避難行動

野洲川放水路は2019年6月に通水40周年
を迎えます。たくさんの地元の方の協力の
うえ進められたこの事業にもう一度焦点を
当て、未来へ伝えていきましょう

避難の準備を開始
要配慮者は避難を開始

安全を確保できる
場所へ速やかに避難

「川の防災情報」や
テレビから情報収集

逃げ遅れた場合は
身近の少しでも

高い・頑丈な建物へ

緊急速報メール配信

 氾濫のおそれ
 氾濫の発生

4.8 2.8 1.4

4.3 2.6 1.3

3.5 2.0 0.8

2.5 1.0 0.7

野洲 関津 鳥居川

野洲川 瀬田川
基準水位(㍍)

④氾濫危険水位

＜取組番号14＞

災害発生情報

警戒レベル

〔警戒レベル5〕

〔警戒レベル4〕

〔警戒レベル3〕

18



○ パソコン用サイト： http://www.river.go.jp/
○ スマートフォン用サイト：http://www.river.go.jp/s/

ＰＣ版 スマホ版

川の防災情報

QRコード
からも

情報の見方 Q＆A 操作方法

情報の見方や詳しい操作方法はページ上部の下記の
バナーからご覧いただけます。

①ページ上部のバナーから見たい情報をクリック。

②都道府県名を選択。

③ページ左上のタブから
市町村名を選択し、
表示をクリック。

④地図上から観測所や
カメラなどを選択すると、
情報が表示されます。
地図右の凡例を参考に
ご覧下さい。

②

「川の防災情報」は、リアルタイムで川の様⼦や
⾬の状況などを知ることができるWebサイトです。

川の⽔位

各観測所におけるリアルタイムの川の水位
と水位変化を見ることができ、氾濫の
危険度がわかります。

川の様⼦

河川監視用のＣＣＴＶカメラの画像から、
各地点のリアルタイムの川の様子を見る
ことができます。

まちと氾濫

氾濫した場合、どのくらいの深さまで
まちが浸水する危険性があるかなどを、
浸水想定区域図で見ることができます。
また、各市町のハザードマップのページへ
移動し、見ることもできます。

⾬量

高性能のレーダ雨量や観測所における
降雨量を見ることができます。

●「川の防災情報」へのアクセスはコチラから

③

野洲 (水位)

④

①

記録的な大雨が降ると瀬田川や野洲川でも、川の水が堤防を越えたり、堤防が壊れるなど
洪水が起こり得ます。洪水から身を守るためには、住民自ら情報収集することが大事です。

●サイトの操作⽅法

背景：H25.9 台風18号 野洲川

関ノ津 鳥居川 野洲
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【
様

式
1
】
（
例

文
）
比

較
案

Ｐ
Ｕ

Ｓ
Ｈ

型
メ

ー
ル

の
比

較
文

案

１
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

４
）

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

の
お

そ
れ

8
河

川
氾

濫
お

そ
れ

1
5

7

本
文

瀬
田

川
の

関
ノ

津
観

測
所

（
大

津
市

）
付

近
で

水
位

が
上

昇
し

、
避

難
勧

告
等

の
目

安
と

な
る

「
氾

濫
危

険
水

位
」
に

到
達

し
ま

し
た

。
堤

防
が

壊
れ

る
な

ど
に

よ
り

浸
水

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

防
災

無
線

、
テ

レ
ビ

等
で

自
治

体
の

情
報

を
確

認
し

、
各

自
安

全
確

保
を

図
る

な
ど

適
切

な
防

災
行

動
を

と
っ

て
く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
8
2

警
戒

レ
ベ

ル
４

相
当

・
・こ

ち
ら

は
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
で

す
・

・内
容

：
瀬

田
川

の
関

ノ
津

観
測

所
（
大

津
市

）
付

近
で

水
位

が
上

昇
し

、
避

難
勧

告
等

の
目

安
と

な
る

氾
濫

危
険

水
位

に
到

達
し

ま
し

た
・

・行
動

要
請

：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
9
0

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
観

測
所

名
＋

観
測

所
設

置
箇

所
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

２
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

５
）
　

【
溢

水
・
越

水
】

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

発
生

6
河

川
氾

濫
発

生
1
5

6

本
文

瀬
田

川
の

○
○

市
○

○
○

地
先

（
○

岸
、

○
側

）
付

近
で

河
川

の
水

が
堤

防
を

越
え

て
流

れ
出

て
い

ま
す

。
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
4
8

警
戒

レ
ベ

ル
5
相

当
・

・こ
ち

ら
は

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

で
す

・
・内

容
：
瀬

田
川

の
大

津
市

○
○

○
地

先
（○

岸
、

○
側

）
付

近
で

河
川

の
水

が
堤

防
を

越
え

て
流

れ
出

て
い

ま
す

・
・行

動
要

請
：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

命
を

守
る

た
め

の
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
7
7

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
河

川
名

＋
決

壊
地

区
名

＋
左

右
岸

の
別

＋
方

角
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

３
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

５
）
　

【
破

堤
】

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

発
生

6
河

川
氾

濫
発

生
1
5

6

本
文

瀬
田

川
の

○
○

市
○

○
○

地
先

（
○

岸
、

○
側

）
付

近
で

堤
防

が
壊

れ
、

河
川

の
水

が
大

量
に

溢
れ

出
し

て
い

ま
す

。
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
5
2

警
戒

レ
ベ

ル
5
相

当
・

・こ
ち

ら
は

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

で
す

・
・内

容
：
瀬

田
川

の
大

津
市

○
○

○
地

先
（○

岸
、

○
側

）
付

近
で

堤
防

が
壊

れ
、

河
川

の
水

が
大

量
に

溢
れ

出
て

い
ま

す
・

・行
動

要
請

：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

命
を

守
る

た
め

の
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
8
0

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
河

川
名

＋
決

壊
地

区
名

＋
左

右
岸

の
別

＋
方

角
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数
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【
様

式
1
】
（
例

文
）
比

較
案

Ｐ
Ｕ

Ｓ
Ｈ

型
メ

ー
ル

の
比

較
文

案

１
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

４
）

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

の
お

そ
れ

8
河

川
氾

濫
お

そ
れ

1
5

7

本
文

瀬
田

川
の

鳥
居

川
観

測
所

（
大

津
市

）
付

近
で

水
位

が
上

昇
し

、
避

難
勧

告
等

の
目

安
と

な
る

「
氾

濫
危

険
水

位
」
に

到
達

し
ま

し
た

。
堤

防
が

壊
れ

る
な

ど
に

よ
り

浸
水

の
お

そ
れ

が
あ

り
ま

す
。

防
災

無
線

、
テ

レ
ビ

等
で

自
治

体
の

情
報

を
確

認
し

、
各

自
安

全
確

保
を

図
る

な
ど

適
切

な
防

災
行

動
を

と
っ

て
く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
8
2

警
戒

レ
ベ

ル
４

相
当

・
・こ

ち
ら

は
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
で

す
・

・内
容

：
瀬

田
川

の
鳥

居
川

観
測

所
（
大

津
市

）
付

近
で

水
位

が
上

昇
し

、
避

難
勧

告
等

の
目

安
と

な
る

氾
濫

危
険

水
位

に
到

達
し

ま
し

た
・

・行
動

要
請

：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
9
0

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
観

測
所

名
＋

観
測

所
設

置
箇

所
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

２
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

５
）
　

【
溢

水
・
越

水
】

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

発
生

6
河

川
氾

濫
発

生
1
5

6

本
文

瀬
田

川
の

○
○

市
○

○
○

地
先

（
○

岸
、

○
側

）
付

近
で

河
川

の
水

が
堤

防
を

越
え

て
流

れ
出

て
い

ま
す

。
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
4
8

警
戒

レ
ベ

ル
5
相

当
・

・こ
ち

ら
は

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

で
す

・
・内

容
：
瀬

田
川

の
大

津
市

○
○

○
地

先
（○

岸
、

○
側

）
付

近
で

河
川

の
水

が
堤

防
を

越
え

て
流

れ
出

て
い

ま
す

・
・行

動
要

請
：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

命
を

守
る

た
め

の
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
7
7

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
河

川
名

＋
決

壊
地

区
名

＋
左

右
岸

の
別

＋
方

角
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

３
．

氾
濫

危
険

情
報

（
レ

ベ
ル

５
）
　

【
破

堤
】

計
最

大
文

字
数

計

件
名

河
川

氾
濫

発
生

6
河

川
氾

濫
発

生
1
5

6

本
文

瀬
田

川
の

○
○

市
○

○
○

地
先

（
○

岸
、

○
側

）
付

近
で

堤
防

が
壊

れ
、

河
川

の
水

が
大

量
に

溢
れ

出
し

て
い

ま
す

。
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

各
自

安
全

確
保

を
図

る
な

ど
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

。
本

通
知

は
、

近
畿

地
方

整
備

局
よ

り
浸

水
の

お
そ

れ
の

あ
る

市
町

村
に

配
信

し
て

お
り

、
対

象
地

域
周

辺
に

お
い

て
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

1
5
2

警
戒

レ
ベ

ル
5
相

当
・

・こ
ち

ら
は

国
土

交
通

省
近

畿
地

方
整

備
局

で
す

・
・内

容
：
瀬

田
川

の
大

津
市

○
○

○
地

先
（○

岸
、

○
側

）
付

近
で

堤
防

が
壊

れ
、

河
川

の
水

が
大

量
に

溢
れ

出
て

い
ま

す
・

・行
動

要
請

：
防

災
無

線
、

テ
レ

ビ
等

で
自

治
体

の
情

報
を

確
認

し
、

命
を

守
る

た
め

の
適

切
な

防
災

行
動

を
と

っ
て

く
だ

さ
い

・
・本

通
知

は
、

浸
水

の
お

そ
れ

の
あ

る
市

町
村

に
配

信
し

て
お

り
、

対
象

地
域

周
辺

で
も

受
信

す
る

場
合

が
あ

り
ま

す

2
0
0

1
8
0

署
名

国
土

交
通

省
5

国
土

交
通

省
8

5

※
変

換
部

最
大

文
字

数
：
河

川
名

＋
河

川
名

＋
決

壊
地

区
名

＋
左

右
岸

の
別

＋
方

角
※

本
文

中
の

「
・
」
は

、
改

行
文

字
数

（
2
文

字
）
を

調
整

す
る

た
め

に
記

載

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数

区
分

本
文

（
変

更
前

）

文
字

数

本
文

（
変

更
後

）
文

字
数
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項目 計算条件

対象降雨 昭和47年7月洪水を想定最大規模に引き伸ばし
（超過確率1000年、555mm/5day）

対象区間 瀬田川70.0kから75.0kまで
（※瀬田川洗堰下流区間はH29.3に公表済み）

瀬田川上流の想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域図の公表

■ 瀬田川上流の想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域図を作成・公表した。（※H31.3.19に公表。）

70.0k

琵琶湖

67.6k

75.0k

瀬田川

大戸川

瀬田川洗堰上流区間
（70.0k～75.0k）

瀬田川洗堰下流区間
（67.6k～70.0k）

琵琶湖を洪水予報河川に指定している
滋賀県との調整をふまえて今回公表

平成29年3月に
先行して公表済

琵琶湖河川事務所

15

＜取組番号19＞

22



■ 瀬田川沿川では、概ね1週間未満の浸水時間となる。
■ 河岸侵食による家屋倒壊等氾濫想定区域は、洪水時に生じうる侵食幅を河床勾配および河岸高から設定。

瀬田川直轄管理区間の上
流境界の左岸側の3週間
以上の浸水時間域は、琵
琶湖からの浸水による。

瀬田川上流の想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域図の公表 琵琶湖河川事務所

16

＜取組番号19＞
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瀬田川洗堰下流の改修を実施

■ 平成30年度は69.4k付近の河道掘削を実施し、約90%が完了しています。
■ 施工にあたっては、ICT活用工事として実施し工期を短縮するとともに施工時の安全性の向上などを図っています。

瀬田川

河道掘削状況

ＩＣＴの活用

河道掘削箇所

H.W.L=85.840

87.304

85.693

今年度施工

施工済

河道掘削標準横断図(69.4k)

A B

琵琶湖河川事務所

17

＜取組番号49＞
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■強制排水の必要なエリア、排水ポンプ車の排水によ
り効果が得られるエリアを選定し、対象エリアについ
て排水ポンプ車の規格、アクセスや釜場、排水元の状況を
考慮し、排水ポンプ車の配置可能場所に対する事前準備の
検討を行った。

排水ポンプ車の最適配置計画 琵琶湖河川事務所

18

＜取組番号46＞

排水ポンプ車設置位置、ルートの検討

25



減災・防災に関する取組及び支援

■適切な土地利用の促進【取組番号５７】
■そなえる対策の実施 【取組番号５９・６０】

重点地区（大津市）

森

8月28日 役員協議 ［タイムライン・防災マップ等］

9月13日
役員協議 [避難カード等による要支援者対応について]

⇒ 役員会にて協議中

石居

9月21日 役員協議 [タイムライン・防災マップ等]

11月17日 役員会 [取組について、住民への説明について］

1月27日 住民WG [タイムライン・防災マップ等]

枝

9月23日 役員協議 ［取組に関して］ ⇒ 取組開始

12月16日 役員会 ［出前講座］

2月24日 住民向け ［防災訓練・DIG］

堂
8月17日 役員会協議 ［取組に関して］

12月2日 住民向け ［出前講座・図上訓練］

大石富川 10月21日 住民向け ［出前講座]

出前講座記録

4月7日 甲賀市消防団 新任研修 ［水害出前講座］

6月24日 大津市消防団 新任研修 ［水害出前講座］

7月29日 大津市 黒津桜苑自治会 ［水害出前講座］

7月30日
甲賀広域行政組合信楽消防署 職員向け研修

［土砂災害出前講座］

8月20日
大津市 大津子ども環境探偵団エコリーダーの会

［危機管理センター見学・水害土砂災害出前講座］

9月2日 滋賀県総合防災訓練 ［水害・土砂災害パネル展示］

9月18日 甲賀市 雲井小学校 4学年 ［川体験学習（大戸川）］

10月16日
甲賀市 雲井小学校 4学年 および 5学年

［水害出前講座］

11月18日 大津市 瀬田四丁目自治会 ［水害出前講座］

2月21日
甲賀市信楽町江田・神山地区民生員

[危機管理センター見学・水害出前講座］

3月9日
大津市 田上学区社会福祉協議会

［水害土砂災害出前講座］

滋賀県

重点地区（甲賀市信楽地域、黄瀬地区は別紙）

勅旨

通年 区三役協議 ［避難計画の検討］

12月15日
第7回住民WG 役員会協議

［避難計画（素案）（まず見るマップ、早逃げマップ）］

1月19日～ 避難カードの取組 ［避難カードの配布］

神山

7月～8月 避難に関する意向調査（アンケート）

12月17日
第6回住民WG 役員会協議 ［アンケート結果、避難計画

の検討］

牧
10月24日 11月6日 役員協議 ［取組に関して、防災訓練内容に関して］

11月23日 牧区防災訓練 ［出前講座］

江田
11月19日 区長協議 ［取組に関して］

12月1日 役員会協議 ［取組に関して］

長野 12月20日 役員会 ［出前講座］ ⇒ 取組開始

19
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減災・防災に関する取組及び支援 滋賀県

■甲賀市信楽町黄瀬地区での取組状況について

平成２８年度

8月20日
■浸水警戒区域指定説明会
区域に関係する地権者および黄瀬区民対象。

9～2月
■浸水警戒区域の個別説明
8月20日に欠席した区域素案内に家屋がある地権者への説明。

平成２９年度

4月30日

■黄瀬区総会
「黄瀬区としては河川整備・維持管理の推進を求めるとともに、浸水警戒区域の指
定を基本的には受け入れることとするが、反対者の意見に十分配慮して進めてほし
い」いう方針を総会で確認する予定であったが、慎重な意見が相次いだ。

11月27日
■流域治水政策に関する質問状の提出
「大戸川等の河川整備や維持管理」「区域指定の段階的な指定の可否」についての
質問状が提出された。

1月28日
■黄瀬区総会
「区全域ではなく、大戸川左岸で山添川流域の山添および小池区域を浸水警戒区
域に指定する」ことについて提案され、承認可決された。

2月5日
■段階的な浸水警戒区域の指定に対する要望
総会で承認可決された大戸川左岸で山添川流域の山添および小池区域に関して、
浸水警戒区域の指定を行うことについて要望書が提出された。

3月～
■甲賀市調整
黄瀬区が決定した考えを尊重して、部分的な区域指定に関して反対しない意向を
確認。

平成３０年度

7月24日
■甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会
地域での取組状況について報告し、指定に向けた条例上の手続を進めることを了
承いただいた。

8月21日
～9月4日

■浸水警戒区域指定の案の縦覧
意見書の提出なし。

9月12日
～9月26日

■甲賀市長への意見照会
浸水警戒区域の指定に対して意見なし。

10月31日
■流域治水推進審議会
一致して妥当との決議。

11月26日
■告示
滋賀県告示第491号

◆浸水警戒区域指定に係わる経緯

◆平成30年度指定区域

流域治水推進審議会で出た主な意見

指定に対し慎重な意見は今後他の地区でも出てくると予想される。
部分指定についてまず一歩でも進むことは良いことだと思う。

◆黄瀬地区での【そなえる】対策 取組経緯

平成２６年度

11月15日 出前講座

2月2日 水害履歴調査

3月1日 図上訓練

平成２７年度

7月26日 まちあるき

10月18日 避難計画を考えるＷＧ

2月～3月
6回開催

地区ごとの避難計画検討

2月17日北側上 19日北側下 23日小池 26日山添 3月1日東出 4日内裏野

平成27年3月 図上訓練 平成27年7月 まちあるき 平成29年10月 避難訓練
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①航空測量によるLP（レーザプロファイラ）データを用いて、
立体図（CS立体図※）を作成

②立体図と航空写真を用いて、帯状の盛土構造物を抽出
③抽出した帯状の盛土構造物については、河川区域外である
ことを確認

④現地で輪中堤等の盛土構造物、自然堤防等であるか確認

浸水被害軽減地区の抽出手順

氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

■浸水被害軽減地区の抽出【取組番号４７・４８】

※CS立体図：標高値から傾斜と曲率を計算し、異なる色調で彩色し重ねて透過処理することに
よって作成する立体図法。

【浸水被害軽減地区とは（水防法15条の６）】
・水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接又は近接する区域を含み、河川区
域は除かれる。）内 で、輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況
がこれに類するものとして国土交通省令で定めると土地を含む。）の区域であって、浸
水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定するこ
とができる。

・浸水被害軽減地区において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行
為をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又
は施行方法、着手予定日等を水防管理者に届け出が必要となる。

滋賀県

21

いずれの盛土も公共性の高い道路もしくは鉄道であ

り、改変・撤去の可能性は低い。したがって、浸水

被害軽減地区の候補地とならない。
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円滑かつ迅速な避難のための取組

１．土砂災害警戒情報の精度向上【取組番号４】

取組項⽬ 実施時期 取組機
関

・土砂災害警戒情報発表の判断基準（ＣＬ）の見直しを継
続的に行う

引き続き実施
滋賀県
彦根地⽅
気象台

２．土砂災害に関するホットラインの構築【取組番号２】

取組項⽬ 実施時期 取組機
関

・土砂災害に関するホットラインを構築 H30年6月
2市
滋賀県

土砂災害警戒情報の発表基準について

・土砂災害警戒情報は、2時間後の予測雨量が土砂

災害発生危険基準線（CL）を超過した場合に発表す

る。

・精度向上のポイント

①最新の知見に基づく計算パラメータを適用するこ

とにより、夕立などの短時間降雨による土砂災害警

戒情報の空振り（予測が外れること）を軽減

②新しい降雨・災害を基準に反映

平成３０年度の取組内容

H30.9 ～ H30.11

・既往の土砂災害について、規模・発生時刻等を市町へヒアリングし精査

・有識者による「滋賀県土砂災害警戒情報検討委員会」を計3回開催し、新しい土砂災害発生危

険基準線（CL）の案を検討・作成 【滋賀県砂防課】

H30.12

・土砂災害警戒情報の発表が不要な人家等のない山間部について、警戒情報発表除外格子を

市町へヒアリングし反映 【滋賀県砂防課】

H30.12 ～ H31.2

・新しい土砂災害発生危険基準線（CL） をもとに、大雨警報（土砂災害）・大雨注意報（土砂災

害）の新基準を検討・作成 【彦根地方気象台】

H31.2 ～ H31.3

・新基準（素案）を市町へ意見照会

・基準の改訂説明会を、「気象予報区分の市町」ごとに開催 【滋賀県砂防課・彦根地方気象台】

H31.3

・新基準（案）を市町へ意見照会【滋賀県砂防課・彦根地方気象台】

彦根地方気象台と砂
防課が協議し、発表

決定

土砂災害警戒情
報の発表

土砂災害発生危険
基準線（CL）

超過

ホットライン

10分～15分程度 リードタイム2時間

・彦根地方気象台と砂防課が協議し、土砂災害警戒情

報の発表が決定した時、ホットラインを実施

早期の避難勧告等発令判断に活用

・平成30年6月通知にて、各市町長と砂防課長との

連絡体制を策定・通知し運用開始

市町 平成30年度の実施回数

大津市 5

甲賀市 1

３．土砂災害防止法に基づく区域指定【取組番号８】

取組項⽬ 実施時期 取組機
関

・平成29年度に基礎調査を完了した、H15公表の⼟砂災
害危険箇所に対する⼟砂災害警戒区域等の指定を完了 H30年度 滋賀県

・土砂災害警戒区域等指定箇所数

市町
平成30年度 合計

警戒区域 特別警戒区域 警戒区域 特別警戒区域

大津市 273 166 1369 999

甲賀市(※) 474 418 1259 990

合計 747 584 2628 1989

スネークライン

(※)甲賀市の箇所数は甲賀市内全域の指定箇所数

(※)実施回数には、土砂災害警戒情報の発表の

可能性が高まった際の連絡を含む

滋賀県砂防課・彦根地方気象台
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洪水浸水想定区域図の指定について（琵琶湖）【取組番号１９】

23

今回公表する洪水浸水想定区域図の種類

①想定最大規模降雨による区域および浸水深

②計画降雨による区域および浸水深

③想定最大規模降雨による浸水継続時間

水防法第14条および
水防法施行規則第1条から第3条

円滑かつ迅速な避難のための取組

今回指定する洪水浸水想定区域図の外力

・想定最大規模の降雨から琵琶湖水位を算出

洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

降 雨 量 ：555mm/120hr
降 雨 波 形 ：昭和47年7月降雨
琵琶湖水位：BSL+2.6ｍ

※既公表（平成17年公表）の区域
図は明治29年9月の洪水実績を基
に作成した浸水想定区域図
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24

円滑かつ迅速な避難のための取組

■洪水浸水想定区域図（浸水深の表示）

◆浸水深の表示は、全６段階を設定

浸水深は一般的な家屋の

１階床高に相当する0.5m
2階床下に相当する3m
2階が水没する5m

これを上回る浸水深を

表現するため

10m、20m、20m以上

出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）
（平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）
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円滑かつ迅速な避難のための取組

■洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

◆浸水深が0.5mを上回る継続時間、全６段階を設定

浸水継続時間は、洪水時に避難
等が困難となる時間の目安を示
すもの

立ち退き避難（水平避難）の要
否の判断や企業のBCP策定に有
効な情報

出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）
（平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）
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洪水浸水想定区域図の指定について（大戸川）【取組番号２０】

26

今回公表する洪水浸水想定区域図の種類

①想定最大規模降雨による区域および浸水深

②計画降雨による区域および浸水深

③想定最大規模降雨による浸水継続時間

④想定最大規模降雨による家屋等氾濫想定区域（氾濫流）

⑤想定最大規模降雨による家屋等氾濫想定区域（河岸侵食）

水防法第14条および
水防法施行規則
第1条から第3条

避難勧告
ガイドライン

円滑かつ迅速な避難のための取組

今回指定する洪水浸水想定区域図の外力

・浸水想定区域図は計画規模降雨を対象としたが、洪水浸水想定区域図は想定し得る最
大規模の降雨を対象とする。

浸水想定区域図（計画規模） 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

降 雨 量 ：157mm/9h
降 雨 波 形 ：昭和57年8月降雨

降 雨 量 ：433mm/9h
降 雨 波 形 ：昭和57年8月降雨
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円滑かつ迅速な避難のための取組

■洪水浸水想定区域図（浸水深の表示）

◆浸水深の表示は、全６段階を設定

●浸水深は一般的な家屋の

１階床高に相当する0.5m
2階床下に相当する3m
2階が水没する5m

●これを上回る浸水深を

表現するため

10m、20m、20m以上

出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）
（平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）

大津市域

甲賀市域
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■洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

円滑かつ迅速な避難のための取組

◆浸水深が0.5mを上回る継続時間、全６段階を設定

浸水継続時間は、洪水時に避難等が困難となる時間の目安を示すもの

立ち退き避難（水平避難）の要否の判断や企業のBCP策定に有効な情報

大津市域

甲賀市域

出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）
（平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）
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■家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

円滑かつ迅速な避難のための取組

◆氾濫流による想定区域の設定方法

氾濫・浸水の過程における浸水深と流速の組み合わせから、
家屋の倒壊・滑動の有無を判定

出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）
（平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）

大津市域

甲賀市域
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■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

円滑かつ迅速な避難のための取組

◆河岸侵食による想定区域の設定方法
河岸侵食事例に基づいて侵食幅の係数設け、川幅や河床
勾配と河岸高を基に侵食幅を設定

河岸侵食事例に基づく出水時における最大河岸侵食幅 出典：洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版） （平成27年7月 国土交通省水管理・国土保全局）

大津市域

甲賀市域
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1

円滑かつ迅速な避難のための取組 【平成30年度取組報告】 大津市・甲賀市

情報伝達、避難計画等に関する事項

◆ICTを活用した洪水情報・土砂災害防災情報・避難情報等の提供

・避難情報を各世帯へ確実に届けるため、音声放送端末機を設置【取組番号１５】（甲賀市）

平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

◆防災教育の促進

・防災に関する補助教材を活用した小中学校と連携した防災に関する出前講座の取組【取組番号２８】（大津市）

回数 参加人数

自治会・自主防災組織等 21 681

社会福祉協議会等 3 84

学校 4 149

その他 7 196

合計 35 1110

H30年度設置台数：368台
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取組

番号

１）円滑かつ迅速な避難のための取組
　①情報伝達、避難計画等に関する事項

1 出水期前に協議会においてホットラインの連絡体制を確認 引き続き実施 〇（6/22） 〇（6/22） 〇（6/22） 〇（6/22）

2 土砂災害に関するホットラインを構築 H30年6月 － 〇（6/25） 〇

3
毎年、出水期前に協議会において、市等関係機関と水害対応タイムラインを確
認

H30年度から
順次実施

〇 〇 〇 〇

4 土砂災害警戒情報発表の判断基準（CL）の見直しを継続的に行う 引き続き実施 〇

5
土砂災害警戒区域や浸水想定区域の見直しに合わせて、「タイムライン（防災
行動計画）策定・活用指針」に基づくタイムラインを作成

R3年度 － － － －

6
避難のための時間を十分に確保した避難勧告を発令するためのタイムラインの
検証と改善（活用訓練等の実施）

引き続き実施 － 〇

7
地先の安全度マップによる浸水想定および河川水位の情報を提供することで、
水害の危険性を周知

引き続き実施 〇

8
平成29年度に基礎調査を完了した、H15公表の土砂災害危険箇所に対する土砂災
害警戒区域等の指定を完了

H30年度 〇

9 新たに判明した土砂災害リスク箇所について、基礎調査を完了し公表 R1年度

10 土砂災害警戒区域の更新・公表 順次実施 〇

11 毎年協議会の場において、水害および土砂災害の危険性周知について情報共有
H30年度から
順次実施

〇（6/22） 〇（6/22） 〇（6/22） 〇（6/22）

12
防災情報を、わかりやすく伝えるポータルサイト（ＳＩＳＰＡＤ）の運営・更
新

引き続き実施 〇

13
避難情報を対象者へ確実に届けるためにケーブルテレビや防災メールへの登
録、配信サービスやＳＮＳの活用等

引き続き実施 〇 〇

14 住民の避難行動を促すためプッシュ型の洪水予報等の情報発信 引き続き実施 〇

15 避難情報を各世帯へ確実に届けるため、音声放送端末機を設置 引き続き実施
〇

（368台設置）

16 土砂災害警戒情報について、プッシュ型しらしがメールの利用を促進 引き続き実施 〇

17 要配慮者利用施設の避難計画作成や避難訓練等の実施状況の確認 引き続き実施 〇 〇 〇 －

18 避難誘導マニュアルの作成
H30年度から
順次実施

－ 検討中 －

「瀬田川および大津・信楽圏域の取組方針（案）」に基づく平成30年度の取組内容

近畿地整滋賀県取組内容 目標時期 大津市 甲賀市

     ■：協議会全体の取組 〇：実施、－:未実施、検討中：検討中
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取組

番号

「瀬田川および大津・信楽圏域の取組方針（案）」に基づく平成30年度の取組内容

近畿地整滋賀県取組内容 目標時期 大津市 甲賀市

　②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

19
琵琶湖、瀬田川上流の想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域図の
公表

H30年度 〇 〇

20 大戸川の想定最大規模の外力を対象とした洪水浸水想定区域図の公表 H30年度 〇

21
想定最大規模の外力を対象とした氾濫シミュレーションの公表（琵琶湖、瀬田川上流、
大戸川）

H30年度から
順次実施

〇 －

22
水のめぐみ館「アクア琵琶」、ウォーターステーション琵琶を拠点とした防災意識向上に
資する住民連携イベント等の啓発活動の実施

引き続き実施 〇

23
大学ボート部等の瀬田川水面利用者との連携や湖岸の観光集客施設を活用した
防災意識向上の啓発活動の実施

H30年度から
順次実施

検討中 － －

24 地先の安全度マップの更新・公表 R1年度 －

25
想定最大規模の洪水浸水想定区域図、地先の安全度マップの更新、土砂災害警
戒区域等の指定等に合わせて水害・土砂災害ハザードマップを更新および周知

順次実施 検討中 －

26
地先の安全度マップによる浸水リスクの公表ならびに、流域治水条例による想
定浸水深の設定

引き続き実施 〇

27 水害履歴調査結果の公表 引き続き実施 〇

28
防災に関する補助教材を活用した小中学校と連携した防災に関する出前講座の
取組み

引き続き実施
○

（２回実施）
－ 〇 〇

29
作成された防災教育に関する指導計画を協議会の関連市における全ての学校に
共有

H30年度から
順次実施

－ － － －

30 県内の小中学校を対象とした土砂災害防止に関する絵画作文コンクールの実施 引き続き実施 〇

　③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する取組

31 危機管理型水位計配置計画に基づいて順次整備
近畿地整：H30年度

県：R2年度
－ 〇

32 河川監視用カメラの情報共有（配置計画の検討・見直し） 引き続き実施 〇 〇 検討中

33
中小河川における簡易な方法(簡易水位計・量水標等)も活用した河川水位等の
情報提供

引き続き実施 〇

     ■：協議会全体の取組 〇：実施、－:未実施、検討中：検討中
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取組

番号

「瀬田川および大津・信楽圏域の取組方針（案）」に基づく平成30年度の取組内容

近畿地整滋賀県取組内容 目標時期 大津市 甲賀市

２）的確な水防、土砂災害防止活動のための取組
　①水防体制の強化に関する事項

34
重要水防箇所等について、５ヶ年点検計画を作成し、河川管理者と関係市によ
る共同点検

H30年度から
順次実施

－ 〇（6/8） 〇

35
水防資機材について、河川管理者、水防活動に関わる関係者が共同して点検を
実施

H30年度から
順次実施

○ 〇 〇 〇

36
協議会の場において、水防（消防）団員、自主防災組織、企業等の参画を促す
ための具体的な広報について検討の上実施

H30年度から
順次実施

－ 検討中 〇

37
自主防災組織の活用・強化
（組織の育成や立上げサポート等）

引き続き実施 ○ 〇

38 水防技術に関する勉強会の実施 引き続き実施 ○ －

39 毎年、水防研修・水防訓練を実施 引き続き実施 ○ 〇 〇

40
毎年、土砂災害を対象とした各市主催の訓練および県・市間の情報伝達訓練を
実施

引き続き実施 ○ 〇（9/2） 〇

41
協議会の場を活用し、大規模な氾濫に対してより広域的、効果的な水防活動が
実施できるよう関係者の協力内容について検討

H30年度から
順次実施

－ － － －

　②市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

42 浸水想定区域内の市庁舎や災害拠点病院等に関する情報提供
H30年度から
順次実施

－ 検討中

43 浸水想定区域内の施設管理者への情報伝達体制・方法検討
H30年度から
順次実施

検討中 検討中

44 市庁舎や災害拠点病院等の機能確保に関する情報と対策の実施状況の共有
H30年度から
順次実施

検討中 －

３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

45 河川情報等の迅速な状況把握と関係機関への情報提供と共有 引き続き実施 〇 〇

46
緊急時に迅速かつ的確な対応を行うため大規模災害を想定した排水ポンプ車の
最適配置計画の作成

H30年度から
順次実施

〇 〇

47 浸水被害軽減地区を指定する際に参考となる土地に係る情報提供
H30年度から
順次実施

〇 県で実施済

48
水防管理者による浸水被害軽減地区の指定及び複数市に影響がある地区の課題
共有と、連携した指定

R1年度から
順次実施

－ －

     ■：協議会全体の取組 〇：実施、－:未実施、検討中：検討中
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取組

番号

「瀬田川および大津・信楽圏域の取組方針（案）」に基づく平成30年度の取組内容

近畿地整滋賀県取組内容 目標時期 大津市 甲賀市

４）河川管理施設、土砂災害防止施設の整備等に関する事項

49
瀬田川洗堰下流の改修を実施
○河道掘削

引き続き実施 〇

50

「滋賀県河川整備５ヶ年計画（平成31年3月）」に基づく県管理河川の改修を実
施
○護岸、河道掘削
○築堤、護岸、河道掘削
○河川計画検討

引き続き実施 〇

51
「大津土木事務所管内維持管理計画」、「甲賀土木事務所管内維持管理計画」
に基づく維持管理を実施

引き続き実施 〇

52

・土砂災害防止施設の整備
○砂防事業
○急傾斜事業
○市急傾斜事業

引き続き実施 〇 〇 〇

53 「滋賀県河川整備５ヶ年計画（平成31年3月）」に基づく堤防強化対策を実施 引き続き実施 〇

54
河川管理者が設置している樋門について、無動力化や新たな操作委託先につい
て検討

引き続き実施 検討中

５）減災・防災に関する取組および支援

55 瀬田川地域安全協議会の運営により市の取組を支援 引き続き実施 〇

56 水害に強い安全安心なまちづくり推進事業等により安全な住まい方を支援 引き続き実施 〇

57
特に水害リスクの高い地区では、水害に強い地域づくり（とどめる対策）の取
組を実施

引き続き実施 － 〇 〇

58 土地利用規制の取組を実施（1/10、50cm市街化編入しないなど） 引き続き実施 〇

59
特にリスクの高い地区では、水害・土砂災害に強い地域づくり（そなえる対
策）の取組を実施

引き続き実施 － 〇 〇

60 地域におけるタイムライン等の作成を支援 引き続き実施 － － 〇

61 各戸での雨水貯留対策に対し支援 引き続き実施 ○

     ■：協議会全体の取組 〇：実施、－:未実施、検討中：検討中
42


