
めがねなど 常用薬 マイナンバーカード はさみ マイ箸

備蓄品備蓄品

お薬手帳など 嗜好品スマホなど 水（500ml）

地
域
の
災
害
リ
ス
ク
を
伝
え
る

「
災
害
歴
史
遺
産
」

　
地
域
の
減
災
と
防
災
力
向
上
を
リ
ー
ド

す
る
防
災
士
と
し
て
、
佐
賀
県
防
災
士
会

に
所
属
す
る
本
山
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
被

災
地
支
援
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
平
成
23
年
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災

で
、
県
職
員
と
し
て
現
地
へ
派
遣
さ
れ
た

際
、
震
災
以
前
に
建
て
ら
れ
た
数
多
く
の

大
津
波
の
碑
を
目
に
し
て
、
こ
う
し
た
貴

重
な
災
害
の
教
訓
を
記
し
た
も
の
が
佐

賀
県
に
も
あ
る
は
ず
だ
と
、
災
害
歴
史

遺
産
の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

　「
詳
細
が
あ
る
程
度
分
か
っ
て
い

る
場
合
は
、
先
に
現
地
へ
向
か
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に

は
各
市
町
の
図
書
館
に
あ
る
市
町
村
史
や

郷
土
史
を
ま
と
め
た
文
献
で
、
概
要
を

知
っ
た
後
に
記
録
に
あ
る
地
域
を
訪
れ
、

記
念
碑
や
遺
構
と
い
っ
た
災
害
歴
史
遺
産

を
探
し
ま
す
。
狭
い
道
が
多
い
た
め
、
小

さ
な
バ
イ
ク
で
図
書
館
と
現
地
を
何
往
復

も
し
て
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
を
読
み
解

い
て
い
ま
す
」
と
、
休
み
な
ど
を
利
用
し

て
、
遺
産
に
刻
ま
れ
た
災
害
の
歴
史
を
調

査
し
て
き
ま
し
た
。

記
念
碑
が
伝
え
る
多
久
市
の
災
害

　
調
査
の
結
果
、
多
久
市
に
は
北
多
久
町

（
山
犬
原
地
区
）
と
南
多
久
町
（
上
田
町

地
区
）
の
２
か
所
に
、「
二
八
水
」※

と
呼

ば
れ
る
昭
和
28
年
に
発
生
し
た
大
規
模
水

害
の
記
念
碑
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。
特
に
北
多
久
町
の
道
路
河
川
改
修
記

念
碑
は
、
現
在
も
市
民
に
愛
さ
れ
る
「
京

町
商
店
街
」
誕
生
の
歴
史
に
つ
な
が
り
ま

す
。
当
時
は
、
山
犬
原
川
が
決
壊
し
て
農

地
が
砂
れ
き
に
埋
も
れ
、
復
旧
で
き
ず
に

宅
地
化
計
画
が
進
み
、
現
在
の
姿
に
な
り

ま
し
た
。

　
一
方
、
災
害
が
頻
発
す
る
よ
う
な
地
域

で
は
、
記
念
碑
は
あ
ま
り
建
て
ら
れ
な
い

よ
う
で
す
。
本
山
さ
ん
は
「
多
く
の
記
念

碑
に
は
、
発
生
し
た
災
害
に
つ
い
て
『
空

前
の
』、『
未
曾
有
の
』
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
災
害
歴
史
遺
産
を
眺
め
る
時
は
、
こ

う
し
て
碑
が
建
つ
ほ
ど
に
甚
大
な
被
害
が

あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ

て
ほ
し
い
で
す
ね
」
と
、
調
査
を
と
お
し

て
分
か
っ
た
地
域
の
特
性
を
語
り
ま
す
。

　「
災
害
歴
史
遺
産
は
、
そ
の

場
所
で
起
き
た
過
去
の
災
害

を
伝
承
す
る
も
の
で
す
。
大

切
に
保
存
し
て
伝
え
続
け
、

過
去
の
教
訓
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
た
い
で
す
ね
。
さ
ら
に
、

災
害
歴
史
遺
産
が
地
域
で
話
し

合
う
場
を
作
り
、
助
け
合
い
な

が
ら
防
災
に
取
り
組
む
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
嬉
し
い
で
す
」
と
、
今

も
な
お
調
査
を
続
け
る
本
山
さ
ん
。

地
域
で
役
立
て
ら
れ
る
教
科
書
を
作

り
た
い
と
、
平
成
27
年
に
は
『
佐
賀
県

の
災
害
歴
史
遺
産
』
と
題
し
た
本
を
発
刊

し
て
い
ま
す
。

　
過
去
に
起
こ
っ
た
よ
う
な
災
害
が
再
び

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
教
え
て
く
れ

る
災
害
歴
史
遺
産
の
訴
え
を
次
の
世
代
へ

と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
も
地
域

の
災
害
リ
ス
ク
を
知
っ
て
、
い
ざ
と
い
う

時
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
の
防
災
に

生
か
す
た
め
に

　「
二
八
水
」
の
記
念
碑
が
伝
え
る
よ
う

に
、
水
害
の
記
録
を
後
世
の
防
災
に
活
か

す
こ
と
も
大
切
で
す
。
昨
年
８
月
の
豪
雨

で
は
、
南
多
久
町
の
井
堰
復
旧
記
念
碑
付

近
で
浸
水
被
害
が
あ
っ
た
ほ
か
、
川
の
氾

濫
や
土
砂
崩
れ
な
ど
、
市
内
全
域
に
大
き

な
被
害
が
あ
り
、
現
在
も
完
全
復
旧
・
復

興
に
向
け
た
活
動
が
続
い
て
い
ま
す
。 佐賀県防災士会所属の防災士。元佐賀県職員

で、東日本大震災の際にボランティア活動を
した経験を持つ。北多久町在住。

過
去
の
教
訓
を
今
に
伝
え
る

過
去
の
教
訓
を
今
に
伝
え
る

こ
れ
ま
で
に
発
生
し
た
大
規
模
災
害
に
関
す
る
記
念
碑
や
遺
構
な
ど
を
「
災
害
歴
史
遺

産
」
と
名
付
け
、
県
内
に
点
在
す
る
1
3
0
の
災
害
歴
史
遺
産
を
調
査
し
て
い
る

防
災
士
の
本
山
和
文
さ
ん
。
地
域
防
災
へ
の
情
熱
と
、
過
去
を
今
に
生
か

す
た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
。

今日から始める“災害の備え”

今日から始める“災害の備え”
防災士の本山さんから、災害に備える上で押さえたいポイントを伺いました。

非常持ち出し品は
必要最少限に

各家庭に合った
災害対策を
自宅周辺を歩いて地形を知ろう

に
じ
ゅ
う
は
っ
す
い

み

う

ぞ

▲側面には「昭和二十八年
六月大水害」と刻まれて
います

▲北多久町（山犬原地区）にある
　「道路河川改修記念」の碑

▲本には多久市の災害歴史遺産が
　くわしく記されています

非常持ち出し品の中身

他人に借りられないもの

被害発生の危険がある場所な
ど、防災に役立つ情報が書かれ
ている多久市の「防災ハザード
マップ」を参考に、自宅の周辺
を歩いてみましょう。実際に歩
くことで、あふれた水がどう流
れるかなどが分かり、避難経路
をあらかじめ確認できます。

★できれば準備★できれば準備★必ず持ち出す★必ず持ち出す 避難所生活であると良いもの

備蓄品と持ち出し品は
分けよう！

最も大切なのは「自分の命を守ること」です。まずは命を守る行動を取りましょう。

佐賀県防災士会
佐賀市中折町1-21

問

　　　　「柿田椋町 井堰復旧記念」の碑付近

　　　　「柿田椋町 井堰復旧記念」の碑付近

もと やま かず ふみ

本山 和文さん

※二八水（昭和28年 西日本水害）…　昭和28年（1953年） 6月25日から29日にかけて九州北部を中心に
　発生した、梅雨前線を原因とする集中豪雨による水害のこと。佐賀県内でも多くの被害があった。
　（死者759人、行方不明者242人、負傷者2,775人、全壊3,441棟、半壊29,588棟） 22020.8


