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災
害
に
備
え
る

風
水
害
や
地
震
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
や

す
い
環
境
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
災
害

に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
に

は
、
日
頃
か
ら
の
準
備
と
心
構
え
が
必
要

で
す
。

■
自
助
・
共
助
・
公
助

　

大
規
模
災
害
は
突
然
襲
っ
て
き
ま
す
。

災
害
時
に
ま
ず
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

こ
と
は
、自
分
の
身
は
自
分
で
守
る「
自
助
」

で
す
。
災
害
時
は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
時

に
、
す
ぐ
に
避
難
で
き
る
よ
う
あ
ら
か
じ

め
避
難
経
路
や
避
難
場
所
な
ど
を
家
族
と

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
災
害
時

に
は
広
範
囲
の
地
域
が
被
災
し
、
多
く
の

人
が
助
け
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

行
政
の
対
応（
公
助
）に
は
限
界
が
あ
り
、

　

地
震
や
風
水
害
な
ど
の
災
害
は
突
然
襲
っ
て
き
ま
す
。
近
年
で
は
毎

年
の
よ
う
に
全
国
各
地
で
集
中
豪
雨
な
ど
の
災
害
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
自
分
や
家
族
の
身
を
守
る
に
は
、
ま
ず
は
自
分
自
身
の
行
動
が
重

要
で
す
。
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
日
頃
か
ら
防
災
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ　

地
域
安
全
課（
☎
㉒
７
４
４
４
）

■
災
害
意
識
の
希
薄
化

　

群
馬
県
は「
自
然
災
害
が
少
な
く
、
安

全
だ
」と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
藤
岡

市
に
お
い
て
も
平
野
部
の
年
間
降
水
量
は

約
１
０
０
０
㎜
と
比
較
的
少
な
く
、
冬
の

降
雪
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め「
災
害
の
少
な
い
ま
ち
」と
思
っ
て
い
る

人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し

か
し
平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
、
26
年

の
記
録
的
な
大
雪
被
害
、
28
年
の
熊
本
地

震
、
先
月
の
大
阪
府
北
部
で
発
生
し
た
地

震
な
ど
近
年
、
想
定
を
超
え
た
自
然
災
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
今
ま
で
大
き
な
災

害
が
起
こ
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
災

害
の
備
え
を
怠
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

市
内
に
は
、
烏
川
・
神
流
川
・
鏑
川
・

鮎
川
な
ど
の
河
川
が
あ
り
、
市
域
の
約
７

割
を
山
間
部
が
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

自主防災組織
　自主防災組織とは市民一人一人が「自分たちの地域
は自分たちで守る」という考えのもと、自主的に防災
活動を行う組織のことをいいます。市内には82の
自主防災組織があり、地区ごとの避難訓練を開催し
たり、防災に必要な資器材を準備したりと、もしも
の時に備えています。

女性防火クラブ
　女性防火クラブは家庭での火気使用器具の取り扱
い指導や地域住民の防災意識の高揚、防火体制確立
のための広報宣伝などを行っています。火災を撲滅
し、明るく住みよい藤岡市を目指しています。

民生委員児童委員協議会
　地域住民が安心して暮らしていけるよう、住民と
関係機関を結ぶ「つなぎ役」として生活保護・障がい・
子育て・児童・介護などさまざまな相談に応じてい
ます。平常時より地域における災害時要支援者の把
握と支援ネットワーク作りを進めています。

地域 に根差す 防災組織

全
て
の
地
域
に
す
ぐ
に
助
け
に
行
く
こ
と

は
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
こ
で
重
要

と
な
る
の
が
、
普
段
か
ら
顔
を
合
わ
せ
て

い
る
近
隣
住
民
と
互
い
に
協
力
し
合
い
な

が
ら
、
防
災
活
動
に
取
り
組
む「
共
助
」

で
す
。

■
地
域
の
助
け
合
い

　

６
４
０
０
人
以
上
の
死
者
・
行
方
不
明

者
を
出
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
倒

壊
し
た
建
物
か
ら
救
出
さ
れ
た
人
の
約
８

割
が
家
族
や
近
隣
住
民
に
よ
っ
て
救
出
さ

れ
た
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。

　

大
規
模
災
害
の
直
後
に
は
人
命
救
助
や

初
期
消
火
活
動
は
、
隣
近
所
や
地
域
全
体

で
力
を
合
わ
せ
て
行
う
、
ま
た
避
難
す
る

際
に
は
近
隣
住
民
に
声
を
掛
け
る
な
ど
相

互
に
助
け
合
う「
共
助
」が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
ま
す
。
地
域
の
つ
な
が
り
の
大
切

さ
を
改
め
て
考
え
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

声
を
掛
け
合
え
る
顔
見
知
り
の
関
係
を
つ

く
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

市
内
に
は
地
元
住
民
に
よ
り
組
織
さ
れ

た「
自
主
防
災
組
織
」「
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
」

「
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
」「
消
防
団
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
も
し
も
の
時
に
協
力

し
合
え
る
地
域
の
つ
な
が
り
、
ま
た
自
分

た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
と
い
う

気
持
ち
が
多
く
の
命
を
救
う
き
っ
か
け
と

な
り
ま
す
。


