
い
ざ
と
い
う
時
、近
く
に

頼
れ
る
人
は
い
ま
す
か

阪神・淡路大震災における
生き埋めや閉じ込められた
際の救助主体など

力
で
脱
出
し
た
り
、家
族
や
友

人
、近
隣
住
民
な
ど
に
よ
り
救

助
さ
れ
ま
し
た（
左
図
参
照
）。

　

発
災
時
に
地
域
の
人
と
協
力

し
て
助
け
合
え
る
よ
う
、市
は
、

災
害
時
に
自
力
避
難
が
困
難
な

人（
要
援
護
者
）を
支
援
す
る

「
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
」

を
設
け
、み
ん
な
で
助
か
る・
助

け
合
う
地
域
づ
く
り
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　

近
年
、働
き
方
や
生
活
様
式

の
変
化
、核
家
族
化
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、地
域
の
つ

な
が
り
は
薄
れ
、近
所
に
ど
の
よ

う
な
人
が
住
ん
で
い
る
か
分
か

ら
な
い
と
感
じ
る
人
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

大
規
模
災
害
が
起
き
た
時
、

生
き
埋
め
に
な
っ
た
人
の
救
出
は

一刻
を
争
い
ま
す
。し
か
し
、消
防

や
自
衛
隊
な
ど
に
よ
る
救
助
活

動
は
広
範
囲
で
行
わ
れ
る
た
め
、

救
助
が
間
に
合
わ
な
い
可
能
性

が
あ
り
、高
齢
者
や
障
碍
者
な

ど
自
分一人
で
逃
げ
ら
れ
な
い
人

が
被
害
に
遭
う
リ
ス
ク
が
あ
り

ま
す
。

　

平
成
23（
2
0
1
1
）年
に
発

生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
は
、

亡
く
な
っ
た
人
の
う
ち
、約
6
割

が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
し
た
。

ま
た
、障
碍
者
の
死
亡
率
は
、被

災
し
た
全
住
民
の
死
亡
率
の
約

2
倍
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
※
。

　
一方
、平
成
7（
1
9
9
5
）年

に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震

災
で
は
、9
割
以
上
の
人
が
自

が
い

自力で脱出
34.9％

家族
31.9％

友人・隣人
28.1％

その他 0.9％救助隊 1.7％
通行人 2.6％

▲阪神・淡路大震災で倒壊した市内の家屋や救助活動の様子

〜
災
害
時
要
援
護
者
支
援
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か
〜

地
域
で
つ
な
が
り
、そ
し
て
支
え
る

内閣府 平成30年版防災白書を改編

※
参
考

：

総
務
省
消
防
庁
平
成
30
年
版
消
防
白
書
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災害時に自力避難が困難な人(要援護者)の個人情報を、市が地域の避難支援組織に提供することで、発
災時の安否確認や要援護者への支援物資に関する情報提供などに活用できる制度で、過去の災害を教訓に
作られました。
　また、いざという時に備えて、避難支援組織は提供された個人情報をもとに平時から要援護者の家を訪問
するなど、顔の見える関係づくりを行っています。

　市と個人情報の取り扱いに関する協定を
締結し、制度に同意した要援護者の個人情
報提供を受ける地域団体。
　日頃の見守り、避難支援の検討や体制づ
くり、支援の実施などに携わる。

　6月に対象者へ、同意書兼個別避難計画を発送しました。内
容を確認の上、同意、非同意にかかわらず7月16日㈫までに
返送してください。なお、昨年度までに同意済みの人にも書類
を送付しています。

災害時要援護者支援制度とは

要援護者

市役所地域福祉課 避難支援組織
（自治会、民生委員、マンション管理組合など）

○以下いずれかの手帳を持つ人
　・身体障害者手帳1級、2級
　・療育手帳
　・精神障害者保健福祉手帳1級
○要介護3以上の人
○生命維持に必要な医療的ケアを受けている人

市から送付される
個人情報提供の同
意書を、要援護者

が返送

個人情報をもと
に個別訪問など
を実施

避難支援組織
としての届け
出を行う

同意者の個人
情報を提供

制度で対象とする災害時要援護者 避難支援組織

お知らせ

要援護者支援制度の同意書を返送してください

②

①

③

④

☎ 3



避
難
支
援
組
織
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た

き
合
い
の
き
っ
か
け
に
な
る

と
思
い
、マ
ン
シ
ョ
ン
内
で
は

「
い
き
い
き
百
歳
体
操
」や

「
防
災
サ
ロ
ン
」な
ど
を
開

催
し
て
い
ま
す
。参
加
者
か

ら
は「
毎
回
楽
し
み
に
し
て

い
る
」「
住
民
同
士
の
交
流

の
場
に
な
っ
て
い
る
」な
ど

の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

有
事
の
際
は
地
域
で
の

支
え
合
い
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。日
頃
か
ら
積
極
的

に
地
域
で
交
流
し
、要
援

護
者
の
皆
さ
ん
は
周
囲
の

人
へ
頼
る
こ
と
を
遠
慮
し

な
い
で
ほ
し
い
で
す
。

平
時
は
、マ
ン
シ
ョ
ン
内
で

構
成
す
る
自
主
防
災
組
織

に
よ
り
、要
援
護
者
へ
の
訪

問
や
個
別
避
難
計
画
の
策

定
な
ど
を
関
係
機
関
と
連

携
し
な
が
ら
進
め
て
い
ま

す
。

　

個
別
訪
問
を
始
め
て
5

年
ほ
ど
経
ち
ま
す
が
、年
に

1
度
顔
を
合
わ
せ
て
防
災

の
話
を
す
る
こ
と
で
、お
互

い
の
関
係
づ
く
り
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、狭
い
コ
ミ
ュニ
テ
ィ

で
の
イ
ベ
ン
ト
が
ご
近
所
付

地
域
で
日
頃
か
ら

交
流
す
る
こ
と
が
大
切

　災害時には自分自身で身を守る「自助」が基本です。いざという時に慌てないために、備蓄や防災用品の
準備とともに、自分の地域の災害リスクを把握し、地域で助け合うコミュニティを作ることが大切です。

　現在、市内で避難支援組織は55団体ありますが、まだまだ少ない状況です。もしもの時、要援護者の避難支援がで
きなかったからといって、責任は問われません。少しでも興味を持った団体は、地域福祉課までお問い合わせください。

を
行
う
な
ど
、定
期
的
に

防
災
の
意
識
づ
く
り
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

要
援
護
者
へ
の
訪
問
を

行
う
中
で「
心
強
い
」「
頼

り
に
し
て
い
る
」な
ど
嬉
し

い
お
言
葉
を
い
た
だ
く一方
、

災
害
時
に
孤
立
す
る
こ
と

へ
の
不
安
を
口
に
す
る
人

も
い
ま
す
。私
た
ち
は
親

身
に
お
話
を
お
聞
き
し
ま

す
の
で
、遠
慮
な
く
頼
っ
て

く
だ
さ
い
ね
。

　
ま
た
、地
域
で
の
支
え
合

い
も
大
切
で
す
。皆
さ
ん
も
、

要
援
護
者
の
人
か
ら
支
援

し
て
ほ
し
い
と
相
談
を
受

け
た
際
は
、気
負
い
す
ぎ
ず
、

で
き
る
範
囲
で
構
い
ま
せ
ん

の
で
、ぜ
ひ
引
き
受
け
て
も

ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。

　

地
区
ご
と
に
割
り
当
て

ら
れ
た
民
生
委
員
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
は
、制
度
内
容
と

マ
ッ
チ
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、2
0
1
7
年
か
ら
避

難
支
援
組
織
と
し
て
活
動

し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
末
に
は
、地
震

発
生
後
の
見
回
り
や
電
話

で
の
安
否
確
認
と
市
へ
の

情
報
伝
達
の
方
法
を
再
確

認
す
る
た
め
に
、市
と
社
会

福
祉
協
議
会
と
連
携
し
、

地
域
合
同
安
否
確
認
訓
練

お
互
い
さ
ま
の

　
　
　
　
支
え
合
い

支援がで
ください。

ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング
管理組合・防災委員会

西岡さん

▲サロン前の準備の様子

民生委員・児童委員連合会
(左から)長岡さん、平原さん、西田さん、小島さん

▲安否確認訓練の様子

問地域福祉課(☎77･0653 F71･1355） 

＜避難支援組織への登録にご協力を＞

地域福祉課
より

特 集 地域でつながり、そして支える
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