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１ はじめに
２ 過去・直近の災害
３ 今後想定される災害
４ 土砂災害警戒区域
５ 自主防災組織
６ その他



はじめに



はじめに

近い将来、必ず発生すると言われている「南海ト
ラフ地震」は、豊中市全域で震度５強～6弱が

想定され、西丘校区では、震度6弱の揺れが予想
されています。

しかし、「南海トラフ地震」だけでなく、直下型

地震として、「上町断層帯地震」「六甲・淡路
島断層帯地震」などがあり、 この地域では「上
町断層帯地震」でも、震度6強の揺れが予想され
ています。



はじめに

地震そのものは、防ぐことはできませんが、みな

さんご自身やご家族、そして地域全体で、災害

時の適切な対応と日ごろからの備えにより、地
震の被害を軽減・防止することができます。

そこで今一度、日常を振り返っていただき、災害
に備える対策をお願いしたいと思います。



過去・直近の災害



平成7年1月17日
午前5時46分発生

震度5弱～6弱

阪神・淡路大震災











阪神・淡路大震災による
豊中市の被害

被害の種類 状況

死者 11人

重傷者 101人

軽傷者 2,395人

全壊 657棟

半壊 4,263棟

一部損壊 30,256棟
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平成30年6月18日
7時58分発生

震度5強

大阪府北部地震



市内住家被害
14



大阪府北部地震による
豊中市の被害

被害の種類 状況

重傷者 1人

軽傷者 38人

全壊 3棟

半壊 31棟

一部損壊 2,711棟
15



平成30年 台風第21号

16

平成30年9月4日
14時01分

最大瞬間風速
38.1m/s



千里青雲高等学校北側側道
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服部緑地公園
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平成30年台風第21号による
豊中市の被害

被害の種類 状況

死者 1人

軽傷者 13人

全壊 1棟

半壊 44棟

一部損壊 3,125棟
19



今後想定される災害



想定地震
今後３０年以内の

地震発生確率

上町断層帯地震 ２～３％

有馬－高槻断層帯地震 ほぼ０～０．０３％

六甲・淡路島断層帯地震 ほぼ０～１％

南海トラフ地震 ７０～８０％



上町断層帯地震



上町断層帯

上町断層帯

○ 大阪の都市部（豊中市から大阪
市を経て岸和田市に至る）を南
北に縦断する約42kmの活断層
帯

最新活動期は、約２万８千年前か
ら約９千年前で、平均活動期は８
千年程度であった可能性

マグニチュード７．５程度（阪神
淡路大震災は、マグニチュード７．
３）

東側が西側に乗り上げる断層で、
東側が３m程度隆起する



都
市
圏
活
断
層
図
に
一
部
加
筆

仏念寺山断層（推定断層）

緑丘４丁目 →

緑丘１丁目→

西緑丘２丁目 →

緑丘１丁目 →

東豊中町２丁目 →

東豊中町３丁目→

東豊中町４丁目 →

東豊中町５丁目 →

東泉丘２丁目 →

東泉丘１丁目 →

東泉丘３丁目 →

東泉丘４丁目 →

西泉丘３丁目 →

服部緑地 →

寺内１丁目 → 吹田市



上町断層の活動によって撓曲（とうきょく：地層な

どが曲がる現象）した大阪層群の露頭

元・とよなか百景

現・○○薬局？

縦じま模様の地層（日本経済新聞）

地層の境界面がほぼ垂直に（日本経済新聞）

東泉丘の造成地

上町断層帯地震（仏念寺山断層（西緑丘・直立した地層））



建物被害
全壊棟数と発生率 半壊棟数と発生率

木造 非木造 合計 木造 非木造 合計

18,506
(37.5%)

1,218
(6.4%)

19,724
28.8%)

12,309
(24.9%)

2,475
(13.0%)

14,784
(21.6%)

ライフラインの被害
電気 ガス 電話 水道

被害率 ６５％ １００％ １４％ ８４％

復旧日数 約１週間 約２～３カ月
約２週間
輻輳５日

４１日間

人的被害（早朝）
死者数 負傷者数 内重傷者数

784 6,248 330

上町断層帯地震被害想定



南海トラフ地震



７５年

９２年

１４７年

１０２年

７７年

９０年

１６７年

32時間後

2年後

南海
な ん か い

トラフ地震
じ し ん

 



建物被害
全壊棟数と発生率 半壊棟数と発生率

木造 非木造 合計 木造 非木造 合計

991
(1.9%)

69
(0.3%)

1,060
(1.4%)

6,609
(12.7%)

337
(1.3%)

6,947
(9.0%)

ライフラインの被害
電気 ガス 電話 水道

被害率 0.8％ 0％ 0％ 5.8％

復旧日数 1日 ― 輻輳2日 9日間

人的被害
死者数 負傷者数 内重傷者数

夏12時 冬18時 夏12時 冬18時 夏12時 冬18時

13 16 321 420 20 20

南海トラフ地震被害想定



土砂災害警戒区域



土砂災害警戒区域

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険

の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等の

ソフト対策を推進するために土砂災害防止法に基づき指定する区域です。

・傾斜度が30度以上で高さが５m
以上

・急傾斜地の上端から水平距離が
10m以内

・急傾斜地の下端から急傾斜地の
高さが２倍以内（最大50m）

近くでは、
豊島高校東側

校区西側千里緑地付
近の一部



土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合、住民の

生命または身体に危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区

域で、警戒避難体制を特に整備す

べき土地の区域です。

特別警戒区域は，警戒区域のうち土砂

災害が発生した場合、建築物に損壊が

生じ住民の生命または身体に著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる

土地の区域で、一定の開発行為の制限

や居室を有する建築物の構造が規制さ

れる土地の区域です。



大雨注意報
・大雨により災害の起こるおそれがあると予想したときに発表されます。

大雨警報(土砂災害)
・大雨により重大な災害の起こるおそれがあると予想したときに発表されます。

土砂災害警戒情報
・大雨警報が発表されている状況で、大雨による土砂災害のおそれが高まったとき

に発表されます。

大雨特別警報(土砂災害)
・重大な土砂災害が発生するおそれが著しく高まったときに発表されます。

土砂災害から命を守るために

雨が降り出したら、気象情報をチェックし、早めに避難に備えましょう。雨の状況に
応じて段階的に注意報や警報などが発表されています。



西丘地域の土砂災害警戒区域



西丘地域の土砂災害警戒区域



西丘地域の土砂災害警戒区域



自主防災組織について



防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が、自分たち

の地域は自分たちで守ろうという連帯感に基づき、自主的に結成

する組織であり、災害時には、災害による被害を防止し、軽減する

ため、初期消火、避難誘導、炊き出し等の活動を行う組織、いわ

ば実働部隊として期待されているものである。

（逐条解説 災害対策基本法より）

自主防災組織は、昭和34年の伊勢湾台風による甚大な被害を教訓として

「災害対策基本法」が制定され、この法律によって生まれた、隣保協同

精神に基づく地域住民による自発的な防災組織です。

【住民等の責務】

・災害対策基本法第7条第2項

地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災

活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。

自主防災組織とは



豊中市防災ビジョン 基本理念と3つの目標

基本理念
安全・安心・災害に強いまち豊中

３つの目標

災害に柔軟に対応するまち
生命と暮らしを守るまち

市民相互が支えあうまち

阪神淡路大震災後の 豊中市の自主防災組織１

防災まちづくりは、行政だけでも地域だけでも成り立つものでは
ありません。参画と協働を得て、平常時からどれだけの「つなが
り」を持ってまちづくりを進められるかで、災害時の対応力に大
きな差が出ます。「行政と地域の役割・地域の人々の役割」を、
それぞれが理解し合い、≪つながり・顔の見える関係≫を築くこ
とが大切かと思います。



近
隣

自治
会等

小学校
区

豊中市 近隣市町

地域の防災力・福祉力（日常生活圏）

家族

自 助 近 助 共 助 公 助

阪神淡路大震災後の 豊中市の自主防災組織２



• ○ 地区防災圏（校区単位）

•

他 の 地 域 団 体 と の 連 携 が 必 須

自治会

校区福祉委員会

民生児童委員会

公民分館

赤十字奉仕団

自
主
防
災
組
織

老人会

女性防火クラブ

健全育成会

ＰＴＡ

子ども会

防犯協議会

その他の団体

阪神淡路大震災後の 豊中市の自主防災組織３

少年消防クラブ



自分の力で生き残る

自分や家族の力で生き残る

地域の助け合いで生き延びる 共 助

自 助

+
近 助
（近 所）

行政の支援で生き延びる 公 助

自主防災組織の活動１



地震
発生

１～
５分

５～
１０
分

１０
分
～

避難
所

●わが身の安全確保 ●揺れが収まったら火を消す
●非常脱出口の確保

●家族の安全確保 ●火の元確認 ●靴・スリッパをはく

自主防災活動 我が家の活動

●隣近所で助け合い ●出火防止を呼び掛ける
●初期消火を行う

●被害情報の収集 ●住民への正しい情報提供
●消火・救助救出活動・応急救護・負傷者の搬送
●避難誘導 ●他自主防災組織との連携

●避難所運営(自主防災組織が主体となる)

概ね３日以降

自主防災組織の活動２



黄金の72時間（72時間の壁）

取り組んでいただきたいこと １

被災者救出時の生存率
２４時間以内 ・・・ ９０％
４８時間以内 ・・・ ５０％

７２時間以内 ・・・ ２０％～３０%
９６時間以内 ・・・ ５％

生死を分けるターニングポイント



土手の花見 桜の名所が川沿いの土手に多いのは、「防災
」と深い関係があります。
土手というのは、洪水を防ぐために造られた土
の堤防ですが、冬の間に霜が立って、それが
春先に溶けてしまうと、土手の中で霜だった部
分が隙間になってしまい、土手が緩んで弱くなり
ました。
緩んだままの状態で梅雨の時期を迎えたり、台
風が襲ったりすると、増水した川の水に耐えられ
なくなり、土手の決壊につながりました。

梅雨の時期までに、しっかりと踏み固めてやる必要がありますが、毎年の
事となると負担は計り知れないものがありました。そこで考えられたのが、「
土手の花見」というイベントでした。浅く広く根を張る桜を土手沿いに植える
ことで土手を強くし、さらに春先になって桜が満開になると、多くの人々が
花見に訪れ、土手の上を歩くことで、知らず知らずのうちに、花見が土手
を踏み固め強くすることに役立ちました。
また、村人たちが集まり、花見の会を開くようになり、コミュニティの醸成に、
大きな役割を果たしました。

自主防災組織の活動３



油断大敵 どこに危険があるかをよく知っておく

用意周到

臨機応変

自立連携

事後に慌てないように事前にしっかり
と準備しておく

柔軟に対処するための対応力を身に
着けておく

家族の間や地域の間で助け合う仕組
みを作っておく

自分たちの地域を自分たちで守るには！



整 理

整 頓

清 潔

掃 除

４
つ
の
Ｓ

習

慣

５
つ
の
Ｓ

自分たちの地域を自分たちで守るには！



自分たちの地域を自分たちで守るには！



自分を守る

自分の家族を守る

自分たちの地域を守る

自主防災は自守防災



資機材名 数 資機材名 数
ハンマー ２ ロープ ２
小バール ４ ヘルメット １５
中バール ５ 携帯用拡声器 ８
大バール １ 担架 １
のこぎり ２ 携帯用灯光器 ２
スコップ ２ 防水シート ５
ツルハシ ２ 水バケツ １０

掛矢 ３ 軍手 ２４
大斧 １ 納庫 １

ボトルクリッパー(小) ２ 発電機 １

ボトルクリッパー(大) ２ 灯光器 １
チェーンブロック １ 携行缶 １

油圧ジャッキ １ 特設公衆電話機 １

コミュニティ防災資機材庫（小学校）

鍵は学校で管理、校区の自主防災組織などが救助救出のために活用



コミュニティ防災資機材庫（小学校）



その他



地震の際の安全行動

自分の身は自分で守りましょう！！

自助

地震の時の安全行動１-２-３



ベルト式器具

家具転倒防止器具

ベルト式器具

家具連結器具

突っ張り器具

吊り下げ照明式器具の補強

家具転倒防止器具

チェーン式器具

ストッパー式器具

防炎カーテン

ガラス飛散防止
フィルム

開き戸ストッパー

開き扉ストッパー

ビン落下防止

住まいの安全対策（家具類の転倒防止等）



災害用保存食だけを大量に用意するこ

とが備蓄ではありません。

普段の買い物で缶詰やレトルト食品な

ど日持ちするものを少し多めに買って

おき、消費したらその分補充すれば、

常に一定量の食料を自宅内に備蓄する

ことができ、いざという時に困らなく

て済みます。

●わざわざ「非常食」を購入する必要がない。
●スーパーなど普段のお買い物で気軽に準備ができる。
●いつの間にか賞味期限が切れていたという失敗を防げる。

備 蓄 （食料）



新た
あら  

な避難
ひ な ん

情 報
じょうほう

の運用
うんよう

開始
か い し

について 

災害
さ いがい

対策
たいさ く

基本法
き ほ ん ほ う

等
と う

の一部
い ち ぶ

改正
かいせい

により、令和
れ い わ

3年
ねん

5月
がつ

20日
にち

より市町村
し ち ょ う そん

が出す
だ  

 

避難
ひ な ん

情報
じょう ほう

について、一部
い ち ぶ

変更
へんこ う

になり ました。 



新た
あら  

な避難
ひ な ん

情 報
じょうほう

の運用
うんよう

開始
か い し

について 

避難に時間がかかる人は警戒
けいかい

レベル 3（高齢者
こうれいしゃ

等
とう

避難
ひ な ん

）で、危険
き け ん

な場所
ば し ょ

から避難
ひ な ん

しましょう。 

※あくまで「危険
き け ん

な場所
ば し ょ

」から避難
ひ な ん

であり、安全
あんぜん

な場所
ば し ょ

にいる 

場合
ば あ い

は避難
ひ な ん

する必要
ひつよう

はありません。 



気象
きしょう

情報
じょうほう

や防災
ぼうさい

情報
じょうほう

の入 手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

 

① ケーブルテレビが視聴
しちょう

できればコミュニティチャンネルで 

② 市
し

から配信
はいしん

するエリアメールで 

③ 市
し

のホームページで 

④ 防災
ぼうさい

スピーカーからの音声
おんせい

放送
ほうそう

で 

⑤ 24時間
じ か ん

自動
じ ど う

応答
おうとう

の電話
で ん わ

で ☎06-4865-9405 

⑥ テレビ、ラジオ、FM千里
せ ん り

で 

⑦ おおさか防災
ぼうさい

ネットで 

⑧ 市
し

広報
こうほう

車 両
しゃりょう

で 



59

ｄボタン



60

ｄボタン
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デジタル放送を利用した
避難指示等の情報収集方法

ＮＨＫではデジタル放送のデータ
放送を利用して、避難指示等の
情報を提供しています。



62

ＮＨＫ放送画面の時に、リモコンの「ｄ」ボタンを押す

ＴＯＰメニューの「防災・生活情報」を選んで決定ボタンを押す。

「避難情報」を選んで決定ボタンを押す。

受信機に登録されている郵便番号を判別し、お住まいの地域の
地図画面が表示されます。



ＮＨＫではデジタル放送のデータ
放送を利用して、河川の水位・
雨量の情報を提供しています。

河川の水位・雨量の情報収集方法河川の水位・雨量の情報収集方法



災害は…

時を選ばず
場所を選ばずやってきます

「まさか」の備え から「もしも」の備えへ

「もしも」の備え から「いつも」の備えへ

おわりに


