
避難行動計画 マイ・タイムラインの作成
～コロナ禍における風水害に備える！～

淀川管内水害に強い地域づくり協議会
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本日のスケジュール

台風発生からの避難行動を学ぶ

マイ・タイムラインの作成

●台風が最接近するまでに必要な行動を学ぶ
●洪水時の自分の行動を想定する

●一人一人のタイムラインを作成する

STEP３

STEP４

自分たちの住んでいる地域の水害リスクを知る

●過去の災害を知る
●自宅の水害リスクを知る

STEP２

マイタイムラインを知るSTEP１9:05～9:15

9:15～9:45

9:45～10:25

10:25～11:55



台風発生からの避難行動を学ぶ

マイ・タイムラインの作成

●台風が最接近するまでに必要な行動を学ぶ
●洪水時の自分の行動を想定する

●一人一人のタイムラインを作成する

STEP３

STEP４
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１．マイ・タイムラインとは

自分たちの住んでいる地域の水害リスクを知る

●過去の災害を知る
●自宅の水害リスクを知る

STEP２

マイタイムラインを知るSTEP１
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マイ・タイムラインとは

台風や大雨による水害などに対して、自身や家族がとるべき
行動について時系列に整理した計画

安全に避難できるように
マイ・タイムラインを作ろう！

「いつ」、「何をするのか」を考えて、
事前に決めて記しておく。

いざというときに正しい判断ができ、
安全に避難ができる

◆マイ・タイムラインの作成イメージ
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マイ・タイムラインとは

出典：https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00624.html

マイ・タイムラインで逃げ遅れゼロ～洪水からの自分の逃げ方を考えよう～
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マイ・タイムライン検討ツール

①マイ・タイムライン パターン判定フロー

②マイ・タイムライン 学習資料（パターンA・B・C）

③マイ・タイムライン ワークシート

④マイ・タイムライン 作成シート

⑤マイ・タイムライン 作成事例（パターンA・B・C）

本日は、以下の検討ツールを使ってマイ・タイムラインを作ります。
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２．水害リスクを知る

自分たちの住んでいる地域の水害リスクを知る

台風発生からの避難行動を学ぶ

マイ・タイムラインの作成

●過去の災害を知る
●自宅の水害リスクを知る

●台風が最接近するまでに必要な行動を学ぶ
●洪水時の自分の行動を想定する

●一人一人のタイムラインを作成する

STEP２

STEP３

STEP４

マイタイムラインを知るSTEP１
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過去の水害を知る（淀川管内）

平成25年9月 台風第18号
渡月橋
平常時の渡月橋（平成25年6月21日 8:30）

渡月橋
洪水時の渡月橋（平成25年9月16日 9:00）

桂川沿いの嵐山地区
では、中の島公園、
渡月橋、道路などが
溢水により、広く浸水
被害を受けました。

嵐山地区における浸水範囲

渡月橋

桂川

中の島公園付近の浸水の様子中の島公園付近の浸水の様子
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過去の水害を知る（淀川管内）

平成25年9月 台風第18号

台風第18号当時の様子（H25.9.16）

淀川の三川合流地点の状況

普段の様子

三川合流部地点付近においても、普段の様子と比べると、河川の水位がかなり上
昇していた。
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過去の水害を知る（全国事例）

 茨城県常総市で「鬼怒川（きぬがわ）」の堤防が約200ｍ決壊
 40㎢が浸水（常総市の約1/3）
 逃げ遅れ等により、多くの住民が孤立し、約4,300人が救助された。

H27年9月関東・東北豪雨

写真：国土交通省
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過去の水害を知る（全国事例）

平成30年7月豪雨

 西日本を中心に記録的な大雨、同時多発的に河川が氾濫、崖崩れが発生
 死者・行方不明者が200名を超え、家屋被害も50,000棟を超える甚大な被害
 岡山県真備町での死者(51名)のうち、約80%が70代以上の高齢者

約80％が
70代以上



自宅の水害リスクや家庭状況の確認

12

5.0

 自治体からのハザードマップを確認して、自宅の場所に印をつけてみましょう。

 浸水深、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域を確認しましょう。

 家庭の状況についても確認しておきましょう。

作成シート裏面（記入例）

※浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定区域がハザードマップでわからないときは洪水浸水想定区域図（近畿地方整備局淀川河川事務所）を参照

24～72

1



避難パターンの判定
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◆避難のパターンを「マイ・タイムライン パターン判定フロー」をみて、判定しましょう。

避難パターン
の

判定フロー

レ

（記入例）



避難先の決定
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◆該当する避難パターンに基づいて、考えられる避難先を記入しましょう。

市民協働活動センター
叔父の▲▲さん

●●ホテル

（記入例）



３．避難行動を学ぶ
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自分たちの住んでいる地域の水害リスクを知る

台風発生からの避難行動を学ぶ

マイ・タイムラインの作成

●過去の災害を知る
●自宅の水害リスクを知る

●台風が最接近するまでに必要な行動を学ぶ
●洪水時の自分の行動を想定する

●一人一人のタイムラインを作成する

STEP２

STEP３

STEP４

マイタイムラインを知るSTEP１



台風が発生してからの避難行動を学ぼう
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 避難の各パターンに応じた
「学習資料」をみて、台風が発生して
からの避難行動の主な項目を確認
しましょう。



台風が発生してからの避難行動を学ぼう
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台風が発生してからの避難行動を学ぼう
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◆ワークシートを使って、
実施する行動項目と
タイミングを考えましょう。

実施する行動項目とタイミングを考えて整理しましょう。



20

実施する行動項目とタイミングを考えて整理しましょう。

該当する避難の
パターンと、避難先
を記入する

実施する行動項目
にチェックを入れる

実施するタイミング
に○を入れる

上記の実施する
タイミングを踏まえて
行動項目を実施する
順番に記入する



台風発生からの避難行動を学ぶ

●台風が最接近するまでに必要な行動を学ぶ
●洪水時の自分の行動を想定する

STEP３
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４．マイ・タイムラインの作成

自分たちの住んでいる地域の水害リスクを知る

●過去の災害を知る
●自宅の水害リスクを知る

STEP２

マイタイムラインを知るSTEP１

マイ・タイムラインの作成

●一人一人のタイムラインを作成する

STEP４
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『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！

◆マイ・タイムライン作成シートを使って、
タイムラインをつくりましょう。

【表面】

【裏面】
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『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！
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『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！
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