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こ
ん
に
ち
は
、危
機
管
理
担
当
の
市
園
で

す
。こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
で
、市
で
は

被
災
地
へ
支
援
物
資
や
見
舞
金
を
送
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、市
民
の
方
か
ら
も
多
く

の
義
援
金
や
支
援
物
資
の
提
供
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。あ
ら
た
め
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

石
狩
市
で
起
き
た
過
去
の
災
害
を
ひ
も
と

い
て
み
る
と
、暴
風
雪
・
融
雪
に
よ
る
水
害
が

主
で
、以
下
冷
害
・
火
災
と
続
い
て
い
ま
す
。

地
震
に
よ
る
建
物
倒
壊
の
記
録
は
残
っ
て
い

ま
す
が
、津
波
に
よ
る
被
害
は
記
録
さ
れ
て

い
ま
せ
ん（
11
ペ
ー
ジ
下
表
参
照
）。

　

各
自
治
体
で
は
、災
害
対
策
基
本
法
に
基

づ
き
、ま
ち
の
災
害
予
防
や
災
害
応
急
対
策

に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。石
狩
市
地
域
防
災

計
画
は
、北
海
道
が
公
表
し
た「
石
狩
地
震

／
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド（
M
）6.8
」に
基
づ
き
、専
門

機
関
に
委
託
し
被
害
想
定
を
行
い
、対
策
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。被
害
に
つ
い
て
は
、建

物
・
人
・
道
路
・
上
下
水
道
な
ど
、多
岐
に
及
ん

で
想
定
し
て
い
ま
す
が
、具
体
的
な
津
波
の

高
さ
を
想
定
し
た
計
画
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
は
特
に
津
波
に
対
し
て
の
対
策
や

避
難
所
対
策
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
本
計
画

の
改
定
を
進
め
て
い
く
と
と
も
に
、市
民
の
皆

さ
ん
の
参
加
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、各
地
区
の

特
性
を
考
慮
し
た
地
区
防
災
計
画
を
定
め

て
い
き
ま
す
。

　

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、消
防
や
市
役

所
の
職
員
が
被
災
さ
れ
た
地
域
す
べ
て
を
カ

バ
ー
し
、初
期
行
動
や
避
難
所
の
運
営
を
行

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

自
主
防
災
組
織
は
、「
共
助
」の
精
神
に
よ

り
、町
内
会
や
自
治
会
が
自
主
的
に
日
ご
ろ

か
ら
防
災
訓
練
な
ど
を
行
っ
て
い
た
だ
く
組

織
で
す
。設
立
数
は
、市
内
1
2
6
町
内（
自

治
）会
の
う
ち
、87
町
内（
自
治
）会
で
、組
織

率
は
約
69
％
、世
帯
加
入
率
は
約
89
％
で
す
。

自
主
防
災
組
織
に
は
、防
災
訓
練
の
実
施
を

お
願
い
し
て
お
り
、平
成
22
年
度
で
は
36
組

織
・
53
回
の
訓
練
が
行
わ
れ
、消
防
や
市
で
も

こ
れ
ら
の
訓
練
に
参
加
・
協
力
し
て
い
ま
す
。

　

2
月
末
に
北
海
道
開
発
局
主
催
の
石
狩

地
方
道
路
防
災
連
絡
協
議
会
よ
り
、津
波
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ（
津
波
浸
水
予
測
図
）の
提
供

を
受
け
て
い
ま
す
。市
で
は
当
初
、こ
れ
を
も

と
に
地
域
エ
リ
ア
に
分
け
た
地
図
の
作
成
を

予
定
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、東
日
本
大
震

災
を
受
け
、大
津
波
に
対
応
し
た
も
の
が
必

要
と
考
え
、国
や
北
海
道
の
原
図
の
策
定
状

況
を
注
視
し
つ
つ
、あ
ら
た
め
て
地
図
の
作
成

を
進
め
、で
き
る
だ
け
早
く
市
民
の
皆
さ
ん

に
公
開
し
ま
す
。

　

ま
た
、食
料
品
や
粉
ミ
ル
ク
、飲
料
水
な
ど

の
非
常
食
や
生
活
物
資
の
備
蓄
※
も
計
画
的

に
進
め
て
お
り
、各
避
難
所
な
ど
に
配
備
し

て
い
ま
す
。　

　

備
蓄
数
は
、平
成
12
年
に
市
が
行
っ
た「
石

狩
地
震
」の
被
害
想
定
調
査
に
よ
り
、市
民

の
約
5
％
が
被
災
す
る
と
の
調
査
結
果
を
目

安
と
し
て
い
ま
す
が
、今
後
適
切
か
ど
う
か
の

検
証
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

※
食
料
以
外
の
備
蓄
内
容
・
数
量
は
寝
袋
・
毛
布（
3

　

千
）、発
電
機（
39
）、簡
易
ト
イ
レ（
6
千
）、ラ
ジ

　

オ
付
き
懐
中
電
灯（
90
）、ガ
ス
コ
ン
ロ（
60
）、ス

　

ト
ー
ブ（
1
2
0
）、衛
生
用
品（
2
万
6
千
）な
ど

　
　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

防
災
は
、市
民
一
人
一
人
が
日
々
の
生
活
の

中
で
災
害
に
備
え
る
心
構
え
が
大
切
で
す
。

　

3
月
11
日
（金）
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
。そ
の
死
者
・
不
明
者
の
数

は
2
万
4
千
人
を
超
え
、か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
大
災
害
と
な
り

ま
し
た
。こ
う
し
た
状
況
や
、昨
年
夏
の
集
中
豪
雨
な
ど
を
踏
ま
え
、市

で
は
現
状
の
防
災
体
制
を
検
証
し
、見
直
し
を
進
め
る
べ
く
、5
月
に
総

務
課
に
危
機
管
理
担
当
課
長
を
配
置
し
ま
し
た
。今
回
は
着
任
し
た
ば

か
り
の
同
課
長
が
市
の
災
害
対
策
を
リ
ポ
ー
ト
！

も
し
も
、石
狩
市
で
大
災
害
が
起
こ
っ
た
ら
│

津
波
対
策
を
含
め
た

防
災
体
制
の
見
直
し
始
ま
る

◉
津
波
対
策
を
盛
り
込
ん
だ

　

地
域
防
災
計
画
に

◉
万
が
一
の
た
め
の
自
主
防
災
組
織

◉
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
防
災
備
蓄

まちづくりの新たな胎動を
いち早くキャッチしてご紹介する
シリーズ「まちづくり最前線」。
第3回は
〈石狩市の防災対策〉について。

リポーター
総務課危機管理担当課長

市園 博行

まちづくり
　  最前線

シリーズ
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か
ら
な
い
場
合
は
、市
H
P
な
ど
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

今
後
、市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、地
域
の
実
情
に
合
っ
た
防
災
体
制

を
構
築
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

3メール配信サービス

石狩市の過去の災害（地震関係）

問合せ■総務課危機管理担当　☎72-3149　　soumu@city.ishikari.hokkaido.jp

災害時要援護者支援制度

そのほかの災害対策

岩手県野田村にて、3月29日
（火）に本市派遣職員が撮影。

2

災害支援協定1災害時に、食料品や生活物資の確保、さら
に輸送手段や医療救護活動などを円滑に
進めるため、あらかじめ事業所や各種団体と
協定を取り交わしています。特に食料品や飲
料は、無制限に備蓄することはできないため、
本協定によってこれらを確保することとしてい
ます。

災害が発生し、避難勧告や避難指示などが発令され
た場合、利用登録された方の携帯電話やパソコンに
緊急・災害情報を配信するサービスです。ほかにも不
審者・ごみ収集・観光などの情報も配信しています。
詳しくは市HPまたは右のQRコードをご利用ください。

災害時、高齢の方や障がいのある方で、自力
避難が難しい方を安全に誘導するなど地域ぐ
るみで行うものです。利用するには、あらかじ
め市役所に「災害時要援護者」としての登録
が必要です。なお、現在市内で登録されてい
る方は約4,000人です。

登録料無料

1983（昭和58）年

石狩川河口付近（推定）を震源とする石狩地震（M6.4）
建物35棟損壊、弁天社なども被害を受ける
留萌沖地震（M6.4）
石狩川沖地震（地震規模不明）
花畔地方開村以来の地震、津波の記述なし
日本海中部地震（厚田港津波45cm）

北海道南西沖地震（厚田港津波75cm）
十勝沖地震（Ｍ8.0、震度4）
石狩湾新港地域特定屋外タンクに亀裂
断水約8,000戸、停電約3,600戸

防
災
訓
練
へ
の
参
加
や
、防
災
グ
ッ
ズ
の
点
検

整
備
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。家
族
間
で
は
、

地
震
が
起
き
た
と
き
の
身
の
守
り
方
や
離
れ

て
い
る
と
き
の
連
絡
方
法
、避
難
場
所
と
そ
こ

へ
行
く
安
全
な
ル
ー
ト
な
ど
を
話
し
合
い
、決

め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。最
寄
り
の
避
難
所
が
分

1834（天保5）年

1874（明治7）年

1927（昭和2）年

2003（平成15）年

1993（平成5）年


