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はじめに 

 
平成 27 年 9 月 関東・東北豪雨においては、鬼怒川の決壊等により常総市の面積のおよそ三分の一に相当する約 40km2が浸水し、自衛隊、消防、警察、海

上保安庁が約 4,300 名を救助するなど、避難の遅れや孤立が発生しました。これを受け、平成 27年 12 月 4日、国土交通省関東地方整備局、茨城県、常総

市など鬼怒川沿川の７市町は、ハード対策とソフト対策が一体となった緊急的な治水対策「鬼怒川緊急対策プロジェクト」を発表しました。また、続く 12

月 10 日には、社会資本整備審議会 河川分科会 大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会が「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあ

り方について ～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～ 答申」をとりまとめ、鬼怒川緊急対策プロジェクトのようなハード・ソフ

トを一体的に進める取り組みを全国の国管理河川で進めることとなりました。そして、これらの取り組みは、平成 28 年 8 月に北海道・東北地方を襲った一

連の台風による被害を踏まえ、中小河川にも拡大されています。 

鬼怒川においては、隣接する小貝川とあわせて、国・県・10 市町で構成される「鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」を設置し、

犠牲者ゼロ等の目標に向けて、迅速かつ的確な避難行動のための取り組みを進めるなどとした取り組み方針を平成 28 年 5 月 11 日に決定しました。そして、

その具体的施策の一つとして「みんなでタイムラインプロジェクト」を進めることとし、常総市内の 2 地区をモデル地区として半年間の検討を進めてきま

した。 

みんなでタイムラインプロジェクトは、円滑な避難のためには住民一人ひとりが自分自身に合った適確な避難行動をとることが重要との認識の下で、そ

れぞれが避難に必要な情報・判断・行動を把握し、いわば「自分の逃げ方」を手に入れることを目的として、市町のサポートの下で住民が自らの環境に合

ったマイ・タイムラインを自ら検討するプロジェクトです。マイ・タイムラインノートを用いて、モデル地区で数日間費やした検討によって、住民の「水

防災意識の高揚」と「水防災知識の向上」、さらには「地域の絆の強化」を図ることが可能であることを確認しています。その一方で、数日間かけてマイ・

タイムラインを検討することを、流域全体に拡充するには、膨大な労力が伴うことが確認できました。 

そこで、平成 29年 9月に簡易かつ短時間にマイ・タイムラインの骨格を学ぶことができる「逃げキッド」を鬼怒川・小貝川上・下流域大規模氾濫に関す

る減災対策協議会が開発し、流域内の水防災教育に活用してきました。 

さらに、マイ・タイムラインを普及し、地域に根付かせていくため、防災・減災の知識や経験を持ち、地域に発信できる方をマイ・タイムラインリーダ

ーとして認定し、地域に広げる活動を推進する制度を策定しました。本ガイドは、マイ・タイムラインリーダーの方々が、地区で「逃げキッド」を活用し

て、マイ・タイムラインを検討していく際の留意事項等を取りまとめたものです。 

本ガイドに基づき、みんなでタイムラインプロジェクトが鬼怒川・小貝川流域内に広がって水防災意識社会の再構築に資するとともに、地域防災力の強

化に役立つことを期待しています。あわせて、全国各地で水防災意識社会の再構築に向けた取り組みを進めている方々の参考になれば幸いです。 
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１. マイ・タイムラインとは 

 

マイ・タイムラインとは、台風の接近等によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、

とりまとめたものです。自分の家族構成や生活環境に応じて、避難に必要な情報・判断・行動を把握することで、時間的な制約が厳しい

洪水発生時に、行動のチェックリストとして、また判断のサポートツールとして活用されることで、「逃げ遅れゼロ」に向けた効果が期

待されます。作成した事例は、右図（Ｐ３）のものになります。 
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２. マイ・タイムラインリーダー認定制度とは 

 

「マイ・タイライン」を軸に、防災・減災の活動を地域に根づかせるため、住民のマイ・タイムライン作成をサポートする活動が出来る

人を「マイ・タイムライン リーダー」として認定し、その活動を普及していくものです。 

 協議会主催のマイ・タイムラインリーダー認定講座に参加し、マイ・タイムラインを作成した後に、マイ・タイムラインリーダー認定

申請書を提出すると C 級が認定されます。下図に示した認定条件をクリアし、事務局へ活動報告書を提出することで、各級の昇級が認定

されます。申請方法については、P38 に記載してありますのでご参照ください。 

 

※ 認定対象者 

  満１８歳以上の方で、減災対策協議会構成自治体に在住もしく事務局が相応しいと認めた方。 

※ マイ・タイムライン認定制度に関する詳細は下館河川事務所のホームページをご参照ください。 

（https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00627.html） 
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３. マイ・タイムライン作成講座の進め方 

 
マイ・タイムライン作成講座では、「自分たちの住んでいる地区の洪水のリスクを知ること」、「洪水時に得られる情報を知り、タイム

ラインの考え方を知ること」、「洪水時の自らの行動を想定しておくこと」等について、知識を得るように進めることが望ましいです。 

そのため、マイ・タイムライン作成講座は、以下に示す 3 つの STEP で構成しています。 

まとめ：活用ガイド P.36～37 

【STEP２】：洪水時に得られる情報を知り、タイムラインの考え方を知る 

・洪水時に得られる情報とその読み解き方を知る 

・タイムラインの考え方を知る 

・洪水時の自らの行動を想定 

【STEP１】：自分たちの住んでいる地区の洪水リスクを知る 

【STEP３】：マイ・タイムラインの作成 

・過去の洪水を知る 

・地形の特徴を知る 

・水害リスクを知る 

・一人ひとりのタイムラインを作成 

作成：活用ガイド P.30～35 

導入：活用ガイド P.6～11 

作成：活用ガイド P.18～29 

作成：活用ガイド P.12～17 
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４. マイ・タイムラインリーダー向け逃げキッド活用ガイドの構成 

 
活用ガイドには、「マイ・タイムライン作成講座の進め方（P.5）」に示した導入からまとめまでの全てのステップについて、説明する

際のシナリオの例（読み原稿）を記載しています。このシナリオを読んでいくと、講座を進めることができます。 

「マイ・タイムラインリーダー向け逃げキッド活用ガイド」は、見開きで 1 セットとして使用できる構成になっています。下図をご参

照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

説明する際のシナリオ例 
（読み原稿）を記載 
※講演時間 45 分を想定した 

基本的なシナリオ例 

使用する逃げキッド

の資料を表示 

この資料で伝えたい 

ねらいを表示 
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マイ・タイムラインリー
ダーとして知っておい
て欲しい知識を掲載 

講座をより良くする
ための話し方の工夫
や説明する際のシナ
リオ例の解説、講座
の工夫を記載 
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                            ■説明する際のシナリオ（例） 

                            今日は、台風や洪水が来たときに慌てずに行動するために、一緒に「マ 

                                                     イ・タイムライン」を作っていきたいと思います。 

                          

                              

 

 

マイ・タイムラインというのは、一人ひとりの家族構成や生活環境に合 

                            わせて、洪水時に、「いつ」「誰が」「何をするのか」をあらかじめ時系 

                            列に整理した自分自身の防災行動計画のことです。 

 

                            皆さんの手元に配っている封筒は「逃げキッド」といって、マイ・タイ 

                            ムラインを楽しく・簡単に作ることが出来る道具になります。 

 

 

 

                            逃げキッドの封筒の表紙を見てください。 

                            マイ・タイムラインがないときは、避難勧告が発令されてから慌てて 

                            避難の準備をするため、「何を持って逃げればよいか」「どこに避難し 

                            たらよいか」がわからず、逃げ遅れてしまいます。しかし、マイ・タイ 

                            ムラインがあれば、避難場所の確認、非常持ち出し品をチェックし、台 

                            風や大雨の情報収集をすることで、避難勧告が発令されても慌てるこ 

                            となく、安全な避難場所へ逃げる事ができます。 

 

５. 逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

■このページでのねらい 

 マイ・タイムラインに興味を持ってもらう。 

 マイ・タイムラインの概要や必要性を理解してもらう。

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 
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逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

講座の工夫 
 
○視聴環境があり、時間がとれる場合には、マイ・タイムラインの概

要を説明した動画「マイ・タイムラインで逃げ遅れゼロ～洪水から
自分の逃げ方を考えよう～」を放映することも効果的です。 

（https://mytimeline.river.or.jp/） 

話し方の工夫 
 
○自分事として捉えてもらうため、「知っていますか？」など、参加者

への投げかけが有効です。 
○多くの人は、防災講座は難しい、楽しくないというイメージを持っ

ています。興味を引く話し方の工夫をしましょう。 
例）○○市では皆さんが初めて！ 

   テレビでも全国放送された。 
   １万人以上が作っている。 

解説 
 
○家族構成をとっても、単身者、高齢者のいる世帯、乳幼児がいる世

帯などさまざまです。 
例えば、足の悪いおじいちゃんがいるお家では、避難に時間がかか
ってしまうため、早く避難することを検討した方が良さそうです。 

○生活環境も、職業、日々の生活スタイル、必需品などさまざまで、 
このように、一人ひとりやらないといけないことが違ってきます。 
安全に避難するため、一人ひとり考えて、作成するものが、マイ・
タイムラインです。 

逃げキッドうら話 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

逃げキッドは、３つの思いが込められているよ。 

①道具一式（キット）の意味 

②子供（キッド）にも楽しんで防災を学んでも

らいたい気持ちを込めて 

③「逃げきるぞ！」と鬼怒川・小貝川地域の方

言で呼ぶと・・・？ 

 

 逃げキッドという名前って

どうやってできたの？ 

 逃げきっど！！！ 

他にも楽しんで防災を学んでもらう工夫が 

されているよ！ 
 

作成したマイ・タイムラインは冷蔵庫など手に 

届く所に貼っておくといいよ。 

 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

 「並べ替えクイズ」でマイ・タイム 

ラインの骨格が学べるね。 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            それでは封筒を開けてみましょう。 

                                                      

                            逃げキッドの封筒の中には、 

                             ・マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

                            ・「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 

                            ・「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを 

                             考えよう 

                            ・「マイ・タイムライン」をつくってみよう！！（シール付き） 

・                            ・みんなでつくろう！マイ・タイムライン～マイ・タイムラインを 

つくるためのヒント集～ 

                            ・ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう 

                             の６つの資料が入っています。 

                             

                            この資料を順番にやっていくと、マイ・タイムラインができあがります。 

                             

                            それでは作成にはいって行きましょう。 

 

 

 

 

                                                                 

 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

■このページでのねらい 

 マイ・タイムラインに興味を持ってもらう。 

 マイ・タイムラインの概要や必要性を理解してもらう。

 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 
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講座の工夫 
 
〇参加者の住んでいる場所が浸水しない場合は、浸水する施設等に

いると仮定して、水害リスクを確認しましょう。 

ハザードマップの認知率 
 
  
 
 
 
 

●平成27年関東・東北豪雨に関するアンケート調査

災害発生時にハザードマップを見なかった人の
日頃のハザードマップの認知状況

ハザードマップを知らない、見た
ことがない

ハザードマップを見たことはあるが、
どこにしまってあるか分からない

全体
Ｎ＝482

その他
・ハザードマップをしまってある場所は分

かっているが、内容は見ていない

・大雨や緊急時に見るから良い。
・未回答

314人（約65％）

94人
（約20％）

知らない、見
たことがない

約６５％
（３１４人）

浸水の程度を事前に把握している
・ハザードマップ内容を確認している

・ハザードマップを見て、自分の家がどの程
度 浸水する可能性があるか分かっている

・ハザードマップを見なくても自分の家がどの
程度浸水する恐れがあるか分かっている

どこにしまっ
てあるか

わからない
約２０％

（９４人）

23人
（約5％）

51人
（約10％）

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 

 

平成 27 年関東・東北豪雨後に実施されたアンケートに

よると、水害発生時にハザードマップを見なかった人

のうち、ハザードマップ自体を知らない人約 65%、ど

こにしまったか分からないは約 20%だったよ。 

自分の市町のハザードマップを「逃げキッド」の封筒

の中に入れて保管しておきましょう。 

 
出典「利用者目線に立ったハザードマップの改善 

（2）ハザードマップの活用・認知度向上に向けた取組」水害ハザードマップ検討委員会（第 2 回）

資料 3（平成 28 年 1 月 26 日）国土交通省

日頃ハザードマップを知

っている人でも、見れなか

った人もいるんだね 

逃げキッド～マイ・タイムライン検討ツール～ 
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                               ■説明する際のシナリオ（例） 

                            

                            まずは、マイ・タイムラインを作るために、自分たちの住んでいる地区の 

                                                     水害リスクを学んでいきます。 

 
                            封筒の中から、「マイ・タイムライン作成のためのチェックシート」を出 

                             してください。 

ご   

                            自身の住んでいる地区の水害リスクは、浸水想定区域図やハザードマ 

                            ップを見ると知ることが出来ます。 

                             

                            また、ハザードマップや浸水想定区域図は、インターネットでも見る 

                            ことができますので、あとで確認してみてください。 

                             

                            チェックシートの上の段に、皆さんが住んでいるとこの水害リスクを記入 

                            する欄があります。 

                             

                            今日は会場を代表地点として、一緒に確認していきましょう。 

                             

                             

 

 

 

 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート

６. マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

■このページでのねらい 

 自分が住んでいる場所の水害リスクを知ってもらう。

 マイ・タイムライン作成の前提条件となる、家庭の状

況をチェックしてもらう。 
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解説 
 
〇マイ・タイムラインを作る前に、自分たちの住んでいる地区の水

害リスクを知る事が重要です。 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

解説 
 
〇洪水浸水想定区域図とハザードマップは、下記の HP からみるこ

とができます。 
ハザードマップポータルサイト 

 （https://disaportal.gsi.go.jp/） 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨以降、毎年のように全国各地で災害 

が発生しており、実際の浸水状況とハザードマップの浸水想定が 

ほぼ一致していることもあるため、ハザードマップをしっかり理 

解しておくことは大切です。 

講座の工夫 
 
〇時間が十分とれ、ハザードマップなどの資料が参加者分（もしく

はグループ分）用意できる場合には、参加者一人一人に水害リス
クを確認していただき、チェックシートに記入することも一人一
人の防災力の向上には効果的です。 

洪水浸水想定区域図と洪水ハザードマップの使い方の区別 

 

〇洪水浸水想定区域図 

 

 

 

 

 

 

 
 
〇洪水ハザードマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

想定される最大規模の雨（1000 年に 1度など）が降って氾濫が

起こったときの浸水の深さ、浸水し続ける時間、氾濫した川の

水の勢いで家屋が流れる可能性がある区域を示しているよ。 

複数の河川が流れている地域では、河川毎の被害規模を洪水浸

水想定区域図により確認しましょう。 

講座の工夫 
 
〇水害リスクを知る方法は、洪水浸水想定区域図やハザードマップ

の他に、河川より低い場所かどうかを確認出来る「標高図」や、
昔の地形状況を確認できる「治水地形分類図」などがあります。

（https://maps.gsi.go.jp） 

洪水浸水想定区域図に避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な事項等を記載しているよ。 

洪水ハザードマップを用いて、地域の中の水害時の危険箇所、

避難場所や避難経路を確認しましょう。 

洪水ハザードマップに、浸水継続時間、家屋倒壊等氾濫想定

区域が掲載されていない場合は、洪水浸水想定区域図で自分

の住んでいる地区の水害リスクを確認しましょう。 
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                           ■説明する際のシナリオ（例） 

                            この会場の 

                                                     浸水の深さは○○ｍ、 

                            浸水継続時間（水がたまる時間）が○○時間（○週間）、家屋倒壊等氾濫 

                             想定区域に該当しない（もしくは該当）となっています。 

                             

                            例えば浸水深の深さが 3m 以上の場合は、2階に逃げても水に浸かってし 

                            まいます。災害発生前の早めの避難が必要です。 

                             

                            また、浸水の深さが深くなくても、浸水する時間が長期間だと、トイレ 

                            などのライフラインが使えない可能性もあります。 

                             

                            また、家屋倒壊等氾濫想定区域内に住んでいる方は、水の勢いによって 

                            建物が流されてしまう可能性があるので早めの避難が必要になります。 

                             

                             

 

 

 

 

 

 
 
 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

■このページでのねらい 

 自分が住んでいる場所の水害リスクを知ってもらう。 

 マイ・タイムライン作成の前提条件となる、家庭の状況

をチェックしてもらう。 
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話し方の工夫 
 
〇参加者に回答してもらうことも効果的です。 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

解説 
 
〇ご自身の家が浸水しない場合でも、職場や学校などの出先で浸水

に直面することもあります。 
あらかじめ、自宅だけでなく日常よく利用する場所のリスクも確
認しておくことも重要です。 

 
 

 浸水ランク  
 
〇浸水深 
川の水が氾濫したとき
に、浸水する深さのこと
です。一般に 0.5ｍ以上が
床上浸水、3ｍ以上が 2 階
以上の浸水を示します。 

 
 
 
 
 
〇浸水継続時間 
川の水が氾濫したとき
に、浸水する時間のこと
で、浸水継続時間が 3 日
間以上の区域は、ライフ
ラインの復旧には時間が
かかることに注意しまし
ょう。 

 
 
 
 
〇家屋倒壊等氾濫想定区域 
木造家屋が倒壊するよう
な氾濫流や河岸浸食の発
生する恐れがある区域の
ことです。特に、災害発
生前の早めの避難が必要
です。 

浸水範囲・浸水深

浸水継続時間 

家屋倒壊等氾濫想

定区域（氾濫流） 

洪水浸水想定区域図の読み方 
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                            ■説明する際のシナリオ（例） 

                            次に、チェックシートの中央の段、オレンジ色の部分をみてください。 

                                                     家庭の状況チェックがあります。 

                              

                             例えば、車の有無は避難方法に関係してきますし、車が複数台ある場合  

                            は、浸水しないように、避難に使わない車を事前に高台に避難させてお 

                            くことなどが考えられます。 

                             

                            こちらについても一人ひとり違うので、後でやってみて下さい。  

                             

                             

                            最後に、チェックシートの下の段、緑色の部分をみてください。 

                            避難先のチェックがあります。 

                                                         

                            ハザードマップに記載されている避難所、親戚・知人の家、その他を記 

                            入する欄がありますので、ハザードマップ等で、避難場所を確認し、移 

                            動手段や避難場所までにかかる時間を検討していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

■このページでのねらい 

 自分が住んでいる場所の水害リスクを知ってもらう。 

 マイ・タイムライン作成の前提条件となる、家庭の状況

をチェックしてもらう。 
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解説 
 
〇最近の水害では、例えば避難所がいっぱいで受け入れてもらえな

かったなどの状況も発生しています。考えておいた避難場所がだ
めだった時に、別の避難場所を検討しておくことが、落ち着いた

 行動につながります。避難先は複数考えておくことが大切です。

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 

講座の工夫 
 
〇時間が十分とれる場合には、参加者一人ひとりに家庭の状況をチ

ェックしてもらい、チェックシートに記入することも防災力の向
上には効果的です。 

家庭の状況チェック 
 
〇車 
車の有無は避難所への移動方法に関係してきます。関東・
東北豪雨では駐車していた多くの車が浸水し、故障してし
まいました。避難に必要ない車を事前に高台などに避難さ
せておくことが必要です。 
また、農業の盛んな地域では、農機機械などを避難させる
ことも考えないといけません。 

〇ペット 
避難所へのペットの同伴が可能か確認しておく必要があり
ます。また、高台などの安全な場所に事前に預けておくな
どの対応も考える必要があります。 

〇持病薬 
普段使用している薬が避難所に備えられていない可能性も
あります。例：コンタクトレンズなど日常に使用する物に
も注意しましょう。 
長期的な避難を想定し、ある程度準備しておく必要があり
ます。雨や風が強くなる前に準備しておきましょう。 

〇避難に支援が必要な人 
高齢者、障害者、乳幼児、妊婦などは、避難に時間がかか
ることが想定されます。 
また、ミルクやおしめなど特有のものを準備する必要が出
てきます。 

〇親戚など避難を受け入れてくれる場所 
市町村が開設する避難所だけでなく、浸水範囲に含まれな
い親戚の家なども、避難場所となり得ます。事前に家族と
相談しておきましょう。 

 

話し方の工夫 
 
〇右記の解説も参考に、参加者の関心のあることを中心に解説をい

れましょう。 

マイ・タイムライン作成のためのチェックシート 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            次に資料１を見てください。 

                                                      

 

                            安全に避難するためには、「どんな行動をするか」ということとあわせて、 

                             その行動を「いつするのか」が重要になってきます。 

                            そのため、「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫するまで」に川 

                            でどんなことがおきているかを確認していきましょう。 

                             

                            上から順番に進んでいきます。①氾濫が発生する５～３日前のところに 

                            台風や前線が発生」と書いてあります。台風が接近すると「南の海で台風 

                            ●号が発生しました」と報道されます。このときはまだ雨や風は強くない 

                            ことが多いです。 

                            次に「②台風が近づいて、雨や風がだんだん強くなる」と書いてあります。 

                            雨や風が強くなってくると、出かけるのが大変になってきます 

                            

                             

その次、氾濫が発生するだいたい半日前くらいに「③雨が集まって、川の 

                            水がだんだん増える」と書いてあります。ここで注意して欲しいのが、 

                            皆さんのところで雨が降っていなくても、川の上流で雨が降れば川の水は 

                            増えてきます。 

 

 

■このページでのねらい 

 川の水の氾濫は、地震と違い、徐々にやってくることを

学んでもらう。 

 避難行動のきっかけとして、川や雨の状況がどうなって

いくのかを知ってもらう。 

７. 資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 

 
 
 
  

資料
しりょう

１  地震
じ し ん

はいきなりやってく るけど、 洪水
こう ずい

はだんだんやってく るよ！ 

1日前
にちまえ

 

半日前
はんにちまえ

 

７時間前
じ かんまえ

 

「 台風
たいふう

や前線
ぜんせん

が発生
はっせい

」 してから「 川
かわ

の水
みず

が氾濫
はんら ん

」 するまでを知
し

ろう！！ 

 

0時間
じ か ん

 

台風
たいふう

や前線
ぜんせん

が発生
はっせい

 ① 

こ のまま増
ふ

えると 、 川
かわ

の 

水
みず

があふれるかも 。  

も う ギリ ギリ 。川
かわ

の水
みず

があ

ふれる前
まえ

に、安全
あんぜん

なと こ ろ

へ逃
に

げなき ゃ ！ 

台風
たいふう

や前線
ぜんせん

が近
ちか

づいて、  

雨
あめ

や風
かぜ

がだんだん強
つよ

くなる 
② 

雨
あめ

が集
あつ

まって、 川
かわ

の水
みず

が

だんだん増
ふ

える 
③ 

激
はげ

しい雨
あめ

で、 川
かわ

の水
みず

が 

どんどん増
ふ

えて、  

河川敷
かせんじ き

にも水
みず

が流
なが

れる 

自分
じ ぶ ん

がいると こ ろ で降
ふ

っ てい

なく ても 、 上 流
じ ょ う り ゅう

で雨
あめ

が降
ふ

れ

ば川
かわ

の水
みず

は増
ふ

えてく るよ。  

④ 

雨
あめ

や風
かぜ

が強
つよ

く なると、  

お出
で

かけは大変
たいへん

だね。  

川
かわ

の水
みず

がいっぱいで 

あふれそう  

川
かわ

の水
みず

が一気
い っ き

に広
ひろ

がって、 街
まち

じゅう が水
みず

びたし。 こうなる

と動
うご

けないぞ。  

⑤ 

川
かわ

の水
みず

が氾濫
はんらん

 ⑥ 

「 台風
たいふう

や前線
ぜんせん

が発生
はっせい

」 してから「 川
かわ

の水
みず

が氾濫
はんらん

」 するまで 

5時間前
じ かんまえ

 

3時間前
じ かんまえ

 

確認
かく に ん

してみよう！ 

5～3日
か

前
まえ

 
天気
て ん き

予報
よ ほ う

で台風
たいふう

ができたっ

て言
い

っているよ。 まだ雨
あめ

や

風
かぜ

は強
つよ

く ないね。  
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話し方の工夫 
 
〇小学生に対しては、右上に青い服を着た女の子がいる資料などの 
言い方をするのも効果的です。 

解説 
 
〇マイ・タイムラインを作成する上で、その行動を「いつ」するのか

を考えることは非常に重要です。 
〇「避難勧告」や「洪水予報」などの行政から発信される情報がきっ

かけとなりますが、子供でもわかるよう逃げキッドは、河川の定性
的 
な状況を避難実施のきっかけとして整理しています。 
参加者が大人の場合には、ここで学ぶ河川の状況と、避難勧告など

行政情報 結 学ぶ う う

雨の降り方の違い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レーダ雨量情報（www.river.go.jp/）で赤または紫の箇所にい
る場合は、無理に行動することは控えましょう。 
 
 
 
   

解説 
 
〇「大雨警報」や「洪水警報」が発表されるタイミングです。 

雨風により外出が難しくなるため、これより前に、家の周りの確認
や薬など必要な日用品の準備を実施しておく必要があります。 
※状況によりタイミングが異なる場合があります。 

解説 
 
〇「洪水予報（氾濫注意情報）」が発表されるタイミングです。 

自分の住んでいる地区の天気だけでなく、上流の天気にも気を付け
る必要があります。※状況によりタイミングが異なる場合があります。 

資料1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            そして「④激しい雨で、川の水がどんどん増えて、河川敷にも水が流れる」 

                                                     と書いてあります。④の写真で川の水が増えて、隠れてしまった河川敷 

                            には、普段は水が流れていませんが、雨が激しくなって川の水が増えてく 

                            ると、河川敷によくあるグランドにも水が流れます。 

                             

                            その後さらに雨が降って水が増えると「⑤川の水がいっぱいであふれそ 

                            う」になり、 

                             

                            最後、「⑥川の水が氾濫」と書いてありますが、川から水があふれて、街 

                            が水浸しになってしまいます。 

                             

                            一番左の矢印を見て下さい。⑥の「川の水が氾濫」のところがゼロ時間と 

                            なっていて上にいくと⑤が３時間前～５時間前、④が７時間前、ずっとく 

                            る①が３日前となっています。 

                             

                            これは、氾濫するだいたい何時間前か、何日前かを目安として表してい 

                            て「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまで、５～３日間 

                            となっています。 

                            このように、洪水は地震のように突然おきるものではなく、時間を追って 

進行していくので、準備する時間があるということを知っておいてくださ 

い。 

 

■このページでのねらい 

 川の水の氾濫は、地震と違い、徐々にやってくることを

学んでもらう。 

 避難行動のきっかけとして、川や雨の状況がどうなって

いくのかを知ってもらう。 

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 
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河川の定性的な状況と、行政情報の関係 
 
大雨が降って、川の水位が上がってくると、川が氾濫する 
可能性が高まってきます。 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

解説 
 
〇「洪水予報（氾濫危険情報）」や警戒レベル 4 の「避難勧告」または

「避難指示（緊急）」が発表されるようなタイミングです。 
 
※避難勧告：災害が発生する危険があるため、速やかに安全な場所に

避難する必要があります。 
※避難指示（緊急）：災害によって被害が出る危険性が非常に高いです。

周囲の状況を十分に確認した上で安全な場所に緊急に避難するよう

に努めましょう。 

解説 
 
〇地震は予期せずやってきますが、洪水が起こる前には雨が降ります。

なので、洪水は避難の準備をすることができます。 

解説 
 
〇「洪水予報（氾濫警戒情報）」や警戒レベル 3 の「避難準備・高齢者

等避難開始」が発表されるタイミングです。 
※避難準備・高齢者等避難開始：高齢者や幼児、外国人、体の不自由

な方など、避難に時間がかかる方は、このタイミングでの避難を考
える必要があります。 

・・・「大雨警報」 
・・・「洪水警報」 

・・・「大雨特別警報」 
・・・「暴風警報」 

・・・「洪水予報（氾濫警戒情報）」
・・・「洪水予報（氾濫危険情報）」

・・・「洪水予報 
（氾濫注意情報）」 

 

・・・「洪水予報（氾濫発生情報）」 

1 日前 

半日前 

７時間前

５ ～ ３

時間前 

 
台風
たいふう

が近
ちか

づいて、雨
あめ

や

風
かぜ

がだんだん強
つよ

くなる 

 
雨
あめ

が集
あつ

まって、川
かわ

の水
みず

が

だんだん増
ふ

える 

 
激
はげ

しい雨
あめ

で、川
かわ

の水
みず

が 

どんどん増
ふ

えて、 

河川敷
か せ ん じ き

にも水
みず

が流
なが

れる 

 
川
かわ

の水
みず

がいっぱいで 

あふれそう 

※気象庁が発表する大雨注意報等の発表時間はイメージで記載しています。 
※避難勧告等のタイミングは市町によって異なります。 

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！

資料 1「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでを知ろう！！ 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            これまで、「台風や前線が発生」してから、「川の水が氾濫」するまでの流 

                                                     れと氾濫」した場合のリスクを知っていただきました。 

                                                        それでは、どうすればうまく逃げられるか資料２を使って考えていきま 

                            しょう。 

                              

                            資料 2を見てください。 

                            オレンジの枠が上から下まで並んでいます。順に見ていくと、 

                            「ア 安全な所へ移動を始める」 

                            「イ 避難しやすい服装に着替える」 

                            「ウ 避難するときに持っていく物を準備する」 

                            「エ 今後の台風や前線の動きを調べ始める」 

                            「オ 川の水位を調べ始める」 

                            「カ 住んでいる所と上流の雨量を調べ始める」 

                            となっています。 

                             

                            このアからカは、台風が発生してから、避難完了するまでに最低限やって 

                            おかなければいけない備えが、順番バラバラで並んでいます。 

                            どの順番にやっていったらいいか並び替えてみてください。 

                             

                            （並び替え作業 ○分間） 

 

 

■このページでのねらい 

川の水の氾濫は、地震と違い、徐々にやってくることを学

んでもらう。 

避難行動のきっかけとして、川や雨の状況がどうなって 

いくのかを知ってもらう。 

■このページでのねらい 

 「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するま

でにやらないといけない行動を学んでもらう。 

 タイムラインの考え方を知る。 

 

８. 資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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講座の工夫 
 
○作業時間は参加者の状況を見ながら適時調整しましょう。参加者の

方に考えてもらうことが重要です。作業が進んでいない場合には、
周りの人と話あってもらうことも有効です。 

すごいね！日本でも進んでいるの？ 

日本でも、洪水のような徐々に進行してくる災害に有効

だと考えて、これを活用して洪水時の連携を図っている

んだよ。 

話し方の工夫 
 
○小学生に対しては、右上に緑の服を着た女の子がいる資料などの言 
い方をするのも効果的です。 

タイムラインってなに？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

講座の工夫 
 
○作業内容が伝わっていない場合には、アとイを例にして実際にやっ

てみましょう。 
 
＜その場合のシナリオ＞ 
例えば、アとイを見てみると、アが「安全な所へ移動を始める」で、
イが「避難しやすい服装に着替える」です。 
この場合、着替えてから移動になりますね。こんな感じで、並べ替え
てみましょう。 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

そもそもタイムラインってどういうものなの？ 

タイムラインとは、防災関係機関が災害生発生時の状況

を想定し共有した上で、防災行動をあらかじめまとめた

ものを言うよ。 

どんな時に使うの？ 

実際に、米国で 2012 年に発生したハリケーン・サンデ

ィでは、ニュージャージー州を中心にタイムラインを活

用して、交通機関による住民の避難支援やその後の対応

まで防災行動を実施して、被害を抑えたんだよ！ 

私たちも学校に遅刻しないように家族の朝の動き方を

確認しているよね！それに考え方が似ているね。 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                           さあ時間になりました。皆さんいかがですか？ 

                                                       

                           ここで私がおすすめする順番を発表します。まずは、台風が発生したら、 

                           今後、台風が近づいてくるのかが気になるので「エ 今後の台風や前線の 

                            動きを調べ始める」をいれました。 

                           その次に、台風が近づいてきて雨や風が強くなってしまうと、避難に必 

                           要なものがあっても買いに行くことができないので、「ウ 避難すると 

                           きに持っていく物を準備する」を入れました。 

                           そして３番目は、川の水が増える前には雨が降らないといけないので、 

                           水位より先に雨を調べたいと思うので「カ 住んでいる所と上流の雨量 

                           を調べ始める」を入れました。４番目は、雨が降り続くと、川の水位が 

                           上がってくるため、「オ 川の水位を調べ始める」を入れました。 

                           そして、「イ 避難しやすい服装に着替える」をやって、「ア 安全な 

                           所へ移動を始める」としました。 

                            

                           違う人もいるとおもいますが、この順番が正解という訳ではなく、これ 

                           はあくまで私がおすすめする順番です。自分自身の状況を考えて並び替 

                           えすることが重要であるため、間違いはありません。 

                           

                             

 

 

■このページでのねらい 

 「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するま

でにやらないといけない行動を学んでもらう。 

 タイムラインの考え方を知る。 

 

 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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今まででてきた回答の比較 
 
① エ→オ→カ→ウ→イ→ア   ②エ→カ→オ→ウ→イ→ア 

 
（考え方） 
・避難する時に持っていく物の準備（ウ）は、常時備えてい

るので、避難する前に、再確認するため、避難しやすい服
装に着替える（イ）前に、実施した。（①、②共通） 

 ・①は、上流の雨が下流に流れるので、上流の雨量の確認を
行ってから、近場の水位の確認をする（オ）前に行った。
一方で、②は、近くの水位を確認（オ）することをきっか
けにして、上流の天気を確認する（カ）考え方。 

 
 
 
① ウ→エ→カ→オ→イ→ア   ②エ→カ→オ→ウ→イ→ア  
  

（考え方） 
・①は、日ごろから、避難する際に必要な物を確認し（ウ）、

準備しておく考え方。 
 
 
 
① エ→イ→カ→オ→ウ→ア ②エ→カ→オ→ウ→イ→ア 
 
 （考え方） 
 ・①は、避難するタイミングが早いことを考慮し、移動しや

すい格好に着替える（イ）が早めに来る考え方。 
  
 
 
 

解説 
 
○一人ひとりが考えることが重要であり並び替えの順番に基本的に

正解はありません。シナリオ中の「エ→ウ→カ→オ→イ→ア」も、
あくまでも一つの例ですので、順番を押し付けないように注意して
ください。 

 
○「エ→ウ→カ→オ→イ→ア」では、「ウ」の避難する時に持っていく
ものを準備したときに、不足物が発生したときに、雨風が強いと買
出しに行くことができず、手遅れになるという理由から、「ウ」を初
期段階で実施することにしていますが、例えば、日常から準備を整
えており、定期的に確認ができている場合には「ウ」の位置が終盤
になっても問題はありません。 

講座の工夫 
 
○時間がある場合には、参加者に発表してもらうことも有効です。い

ろいろな答えが出ることで、人によって備え方が異なることがわか
ってもらえます。 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            次に同じ資料の右側を見てください。 

                                                     避難に必要な情報をクイズ形式で考えてみたいと思います。右側にクイズ 

                            があるので順に考えていきましょう。 

                            答えだと思う方に手を挙げてください。 

                              

                            まず、第１問。台風の何を調べますか？ 

                            「A 台風の進み方」だと思う人、「B 台風の名前」だと思う人。 

                            答えは、A 台風の進み方です。 

                            「台風の進み方」の他にも「台風の位置や強さ」も調べましょう。 

                             

                            続いて２問目です。避難するときに使う、カバンは何でしょうか？ 

                            A リュックサック（両手があくカバンなど）だと思う人、 

                            B 手提げ袋だと思う人。 

                            答えは、A のリュックサックです。逃げる時は、自由がきくように両手を 

                            空けておくとよいです。 

                             

                            第３問 どこの雨を確認しますか？ 

                            A 住んでいる所だけだと思う人、 

                            B 住んでいる所と川の上流（日光（鬼怒川の場合）など）だと思う人。 

                            答えは、B の住んでいる所と川の上流です。上流で降った雨も時間が経過 

                                                       すると川に流れてきて水位を上げるので、注意して見ておきましょう。  

 

■このページでのねらい 

 「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するま

でにやらないといけない行動を学んでもらう。 

 タイムラインの考え方を知る。 

 

 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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パソコン以外での雨量、水位情報の入手の仕方 
〇地デジ 
NHK 総合テレビのデータ放送でも、河川情報（水位・雨量）
をリアルタイムに確認できます。 
テレビのリモコンの「d ボタン」を押して、トップメニュ
ーの「首都圏生活情報」を選択し、「防災・生活情報」を
選択すると「河川水位情報」を見ることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇携帯電話・スマートフォン 
雨の状況・川の水位・洪水の予報などをリアルタイムで配
信しています。 
・川の防災情報 http://www.river.go.jp/ 
・雨量・水位情報（鬼怒川・小貝川）テレフォンサービス 

0296(25)2180 
下館河川事務所で観測している雨量や水位の情報を携
帯電話向けに提供しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

解説 
 
上流部に降った雨は、やがて下流部に流れてくるので、川の上流で 
雨が降っていると近くの川の水位も上昇する可能性があります。 
また、インターネットでは、水位だけでなくカメラの映像も見ること 
ができます。ヒント集Ｐ７に調べ方がのっているので、確認しておき 
ましょう。 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

講座の工夫 
 
時間に応じて、クイズを抜粋（１問だけなど）しても問題ありません。
 
特にＱ５は、回答が分かれることが多いため、実施すると会場が盛り
上がるかもしれません。 

解説 
 
夜に避難する可能性もあるので、ヘッドライトももっておくと便利 
です。 

解説 
 
令和２年の台風１０号は「ハイシェン」、台風１２号は「ドルフィン」。
日本など１４か国が加盟の台風委員会が１４０個の名前を準備してお 
り、平成１２年の台風１号から順に命名しています。 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                            第４問。川の水位をどうやって調べますか？ 

                                                      A 川へ見に行くだと思う人、Bパソコンで見ると思う人。 

                            答えは B です。 

                            川の水位が上がっている時に、直接見に行くのはとても危険なので、 

                             やめましょう。 

                            下館河川事務所のホームページでリアルタイムの水位を確認できるので、 

                            水位の確認はパソコンで行いましょう。 

                            パソコンがない人は「携帯電話やスマートフォン」で調べましょう。 

                             

                            第５問 どんな靴をはいて避難しますか？ 

                            A 動きやすい靴（スニーカーなど）だと思う人、B長靴だと思う人。 

                            正解は、Ａ動きやすい靴です。 

                            長靴は、水が靴の中に入ってくると重たくなるので、動きやすい運動靴 

                            などで移動しましょう。 

                             

                            第６問「移動中に危ないところはどこ？」 

                            転落する水路や土砂崩れの恐れがある所を避けた安全なルートをお家で 

                            家族と考えてみて下さい。 

                            そして、実際に家族と一緒に歩いて確かめてみましょう。 

                                                         

 

 

■このページでのねらい 

 「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するま

でにやらないといけない行動を学んでもらう。 

 タイムラインの考え方を知る。 

 

 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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洪水時の避難の危険性 
           
○実験データによると、浸水深が 0.5m（大人の膝）程度で、

氾濫流速が 0.7m/s 程度でも避難は困難となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇氾濫水は、茶色く濁っており、水路と道路の境や、ふた

が開いているマンホールの穴は、見えません。やむを得
ず水の中を移動するときは、棒で足下を確認しながら移
動しましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：水害ハザードマップ 

作成の手引き 

  

解説 
 
○自分の住んでいる近くの水位観測所の位置を把握していますか？ 
雨量情報も同じですが、災害時に急に情報を見ようとしても、なか
なか必要な情報にたどり着けません。 
平常時に一度ホームページを確認して、自分が見るべきところを確
認しておきましょう。ヒント集Ｐ７に調べ方がのっているので、確
認しておきましょう。 

解説 
 
○洪水が近づいてくると、浸水した場所を歩くこともあります。 
長靴に水が入ると重たくなります。水に強いと思われがちな長靴で
すが、逆に避難しづらくなるので、運動靴のような動きやすい靴で
避難しましょう。 

○その他、避難するときには、足元が見えないので杖などを持ってい
ると効果的です。 

解説 
 
○移動中に危ない場所を事前に確認しておくと同時に、災害時には、

避難路の渋滞や通行止め状況も確認しておくことが有効です。 
交通状況などは、日本道路交通情報センターのホームページなどで
確認することができます。（http://www.jartic.or.jp/） 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 

資料２「台風や前線が発生」してから「川の水が氾濫」するまでの備えを考えよう！！ 
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                            ■説明する際のシナリオ（例） 

                            ここまででみなさんは、「川の水が氾濫」するまでの様子と、その時に「ど 

                                                     んな備えをすればいいのか」を知ったことになります。 

                            それでは最後に勉強してきたことを思い出しながらマイ・タイムラインを 

                            作成してみましょう。 

                            マイ・タイムラインを作ってみようというシートと、シールを出して下さ 

                            い。 

                            まず、シートの左から二列目の紫色の欄を見てください。先ほど説明した 

                            「台風や前線が発生」から「川の水が氾濫」までが書いてあります。 

                             

                            また、一番左には、行政から提供される情報が書いてあります。例えば、 

                            ３時間前には、氾濫危険情報発表が書かれています。これらを見ながら、 

いつ実施するのかを意識して、シールを貼っていきたいと思います。 

                             

                            まずは、シール左側の上段にある緑の文字の「避難準備・高齢者等避難 

                            開始」と「避難勧告」、「避難指示」のシールを貼ります。 

                            市町の避難情報のタイミングを調べて、一緒に貼っていきましょう。 

                            次に、シートの真ん中のオレンジの空欄のところに、「避難完了」のシー 

                            ルをまず貼りましょう。貼れた人は、先ほど並び変えた防災行動ア～カ 

                            のシールを貼っていきましょう。 

                            このとき、どのタイミングにシールを貼るのかがとても大事です。 

                            紫色の欄で台風や雨や川の水がどうなっているのかを見て、いつその行動 

                            を行うのか考えてみましょう。 

   

■このページでのねらい 

 「川の水が氾濫」するまでに避難を行う。 

 防災行動のタイミングを考えてもらう。 

 マイ・タイムラインの使い方や検討法を知ってもらう。

９. 『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 
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じ かん じ かん

移動に時間がかか

るおじ いちゃ ん、

おばあちゃんは
はや ひなん

早めに避難し よう 。

たいふう ぜんせん はっ せい かわ みず はんら ん こう どう か

「 台風や前線が発生」 し てから 「 川の水が氾濫」 するまでのそなえをいつから 行動するか書いてみよう ！
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みず
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解説 
 
○逃げ遅れないために「氾濫が発生」する 0時間より前に「避難完了」

のシールを貼ることは必須です。 

解説 
 
○どのタイミングで行動を実施するか考えることが、資料２の並べ替

えと大きく異なる点です。そのため、マイ・タイムラインの作成に
当たっては、その点を意識してシールを貼ってください。 

解説 
 
〇チェックシートで自分の状況を確認し、資料１で、避難のきっかけ

となる川の状況、資料２で、避難するための備えや必要最低限の行
動を勉強してきました。 
それらの情報を踏まえて、マイ・タイムラインとして形を作ってい
く作業です。 

 
〇一見難しいと感じるかもしれませんが、時間を追って何をするのか

を考えるということは日常生活の中でもよく考えています。 
例えば、学校や会社に遅刻しないように、何時に家を出発して、そ
のために何時に朝食を食べて、何時に起きてということは、多くの
人が毎日考えていると思います。 
それと同じように考えて見るとわかりやすいです。 

避難するまでのタイミングを考えるための情報 
〇地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ） 
破堤地点毎の氾濫流到達時間を確認できます（https:// 
suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map/）。このほか、破堤地
点毎の最大浸水深、浸水継続時間も確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇移動方法の長所・短所 
洪水時の避難所への移動手段の原則は徒歩です。徒歩以外の
手段についても、長所・短所を確認しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

話し方の工夫 
 
○１日のスケジュールを立てるとき、目安になるのが時間ですが、水 
が迫ってきて、避難のための目安となるものが、行政の情報や水位が
あることを再度認識してもらいましょう。 
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                       ■説明する際のシナリオ（例） 

                             

                                                      

                             

                             （シールを貼る時間 〇分間） 

                             

                             

                             

                             

                             

 

                             

 

                             

 

                            アからカのシールを貼れた人は、空欄のシールにオリジナルの備えを記入 

                            して貼りましょう。 

                              

                             

                            例えば、携帯電話の充電とか、常用薬をもらいに行くなどやらないといけ 

                            ないいろいろな行動が考えられると思います。 

                             

                            （時間を見ながら）                            

■このページでのねらい 

 「川の水が氾濫」するまでに避難を行う。 

 防災行動のタイミングを考えてもらう。 

 マイ・タイムラインの使い方や検討法を知ってもらう。

 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 
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ば川の水は増えてく るよ。

じ かん じ かん

移動に時間がかか

る おじ いち ゃ ん、

おばあち ゃ んは
はや ひなん

早めに避難し よ う 。

たいふう ぜんせん はっせい かわ みず はんら ん こう どう か

「 台風や前線が発生」 し てから「 川の水が氾濫」 するまでのそなえをいつから行動するか書いてみよう ！

『 マイ ・ タ イ ムラ イ ン 』 を つく っ てみよう ！！

か もの あめかぜ つよ

買い物は、 雨風が強く な る
ま え

前にすま せておこ う 。

さ いがい はっ せい じ ょ う ほう

災害発生情報
けいかい はつれい

(警戒レベル５ )を発令

かんが たいふう ぜんせん はっ せい

みんなが考えた「 台風や前線が発生」 し て
かわ みず はんら ん そな

から 「 川の水が氾濫」 するまでの備えが

『 マイ ・ タ イ ムラ イ ン』 だよ！

ひつよ う じ ょ う ほう じ ぶん し ら

必要な情報は自分で調べる
ひつよ う

必要がある ね。

警戒

レベル１

警戒

レベル２

かわ みず いっき ひろ まちじ ゅう

川の水が一気に広がっ て、 街中が
みず う ご

水びたし 。 こ う なると 動けないぞ！

し り ょ う かんが じ ゅ んばん は

資料２ で 考え た順番で シ ールを 貼っ て みよ う ！
こう どう か た

オリ ジ ナルの行動も 書き 足そう ！

き し ょ う ち ょ う はっ ぴょ う おおあめ ちゅ う いほう など はっ ぴょ う じ かん き さ い

気象庁が発表する 大雨注意報等の発表時間は、 イ メ ージで記載し ています。
ひ なん かん こ く など じ ょ う き ょ う こ と し ちょ う そ ん はっ し んじ ょ う ほう ちゅ う い

避難勧告等のタ イ ミ ン グは状況によっ て異なり ます。 市町村の発信情報に注意をし てく ださ い。

かわ みず ま え

川の水があふれる前に、
あんぜん に

安全なと こ ろへ逃げなきゃ！

警戒

レベル４
相当

いのち まも

命を 守ろ う ！
警戒

レベル５
相当

警戒

レベル３
相当

ふ かわ

こ のまま増える と 、 川の
みず

水があふれるかも 。
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講座の工夫 
 
○シールを貼るまでで、必要最低限の行動を書いたマイ・タイムライン

ができあがります。これ以降の作成作業は、マイ・タイムラインをさ
らに充実させていくための作業になりますので、時間に応じて実施し
ていきましょう。 

 
＜時間がない場合のシナリオ＞ 
これでマイ・タイムラインの骨格は出来ました。今日は時間がないので
ここまでですが、ぜひ家に帰って、さらに詳しいものとなるよう、皆様
のマイ・タイムラインをご家族と話し合って充実させてください。封筒
には、マイ・タイムラインを充実するためのヒント集も入っていますの
で、活用ください。

オリジナルの行動例 
 
・必需品（食料、水、家具、電化製品等）を２階に移動

させる。 
・携帯電話の充電 
・ブレーカーをおとす 
・防犯のため戸締まり 
・銀行に行って預金をおろす 
・車のガソリンを入れる 
・ガスボンベの元栓を閉める 
・近所への声かけ 
・家族に連絡 
・雨戸の確認 
・ベランダで風にとばされそうなものはないか確認 
・門扉の施錠 
・ペットをあずける 
・畳、ふすま等はずせるものははずす 
・マイ・タイムラインを確認 
・交通及び渋滞、浸水情報を確認 
・お風呂に水をためておく 
・家の中を片付けておく 
・ハザードマップなどで、危険な箇所を調べておく 
・車を高台に移動させておく 
・近所の友人の安否を確認する 

解説 
 
○このオリジナルの行動を書き込むことで、自分自身にあったマイ・タ

イムラインが完成していきます。 

講座の工夫 
 
○グループの作業も議論を促す上で効果的です。 

話し方の工夫 
 
○「氾濫発生より前に避難完了していないといけないですね」「おじい

ちゃんと住んでいる人は避難のタイミングそこでいいですか」な
ど、作成状況を見ながら、作成に当たって注意しないといけないこ
とをアナウンスしましょう。 

 
○また、シールを貼る順番で困っている方には、右端の備えの例に記 

している赤字の備えを参考するよう作業を促しましょう。 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 
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                            ■説明する際のシナリオ（例） 

                            それもできた人は、持って行く物や避難先、避難方法などを書き込んで 

                            いきましょう。 

                             

                            シールの右側にある「浸水深シール」は、チェックシートに記入した浸水 

                            深をシールに書きこんで、お家で地面から測った浸水の高さにシールを 

                            貼りましょう。 

                             

                            時間になりましたのでここで作業を中断したいと思います。いかがだった 

                            でしょうか。これで皆さんもマイ・タイムラインを手に入れたことになり 

                            ます。 

                             

                            まだの人はぜひ、持って帰ってから続きをやってみてください。 

                            また、出来た人も今日作ったマイ・タイムラインをもとに、ぜひお家で 

                            話し合ってみてください。 

 

                             

                            また、避難先についても、ハザードマップなどを参考にして、ご家族で 

                            相談してみてください。 

 

                             

 

 

                                                 

■このページでのねらい 

 「川の水が氾濫」するまでに避難を行う。 

 防災行動のタイミングを考えてもらう。 

 マイ・タイムラインの使い方や検討法を知ってもらう。

 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 
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みず

水があふれるかも。
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講座の工夫 
 
○発表等の共有する時間をとることで、自分だけでは気づかないことに

気づいたりします。時間がとれる場合には、作ってもらったマイ・タ
イムラインを発表してもらいましょう。 

 
○特に発表に当たっては、オリジナルの行動や、その行動をなぜその時
にやろうと思ったのかを中心に発表してもらうと、聞いている人達の
理解も深まります。発表を聞いて必要に応じて追記するように促して
ください。 

いざというときの防災グッズ 
 
家族と相談しながら、必要なものをリュック等にまとめ
ておきましょう。 
・食料（お菓子やレトルト食なども）     
・飲料    ・貴重品 
・薬（普段から薬を飲んでいる人は 
持っていきましょう） 

・お薬手帳  ・保険証   
・タオル   ・ビニール袋 
・大きめのゴミ袋 （即席ポンチョ 
で急な天候不良にも対応可能） 

・着替え（3 日分はあるとよい） 
・汗拭きシート（お風呂に入れない 
場合に備えて） 

・懐中電灯  ・携帯電話＋充電器    
  
避難の方法 
避難の方法には 4つの種類があります。ご自身の地区や
家の状況を踏まえることが重要です。 
 
 

解説 
 
○避難場所に持っていくものの例は、ヒント集Ｐ３に記載してありま

す。

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！

『マイ・タイムライン』をつくってみよう！！ 

解説 
 
○浸水深シールは、あくまで目安です。正確に測った高さに貼ってもら
 うというよりも、家の中でこのあたりまで浸水するかもしれないと 
 いうことを考えるキッカケにするために活用しましょう。 
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                            ■説明する際のシナリオ（例） 

                            最後にいくつか注意事項があります。 

                            「ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう」というチラシを見て下さい。 

                             

                            １点目です 

                            マイ・タイムラインは作ったらおしまいではありません。今日作ったマ 

                            イ・タイムラインは、冷蔵庫にはるなど、ご家庭の見やすい場所に置いて 

                            おいて、台風がくるときなどには備えを確認しましょう。 

                            

                            ２点目です。 

                            家族構成や生活環境が変わったときなどの環境の変化や毎年の災害を踏 

                            まえ、たえず見直しをしていきましょう。 

                             

                            最後に、 

                            マイ・タイムラインは、あくまで行動の目安です。 

                            “絶対”その通りに動けば大丈夫だということはないので、情報収集を 

                            こまめに行ってマイ・タイムラインを目安にして臨機応変に動いてくだ 

                            い。 

                          

                            これで講座は以上になります。今日作ったマイ・タイムラインを使って、 

                            みんなで安全に逃げ切りましょう。 

                            ありがとうございました。 

 

 

■このページでのねらい 

 作成したマイ・タイムラインを家庭内で話し合って考え

てもらう。 

１０. ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう 

ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう 

36



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

マイ・タイムラインを活用した講座の方法 
 
〇マイ・タイムライン作成方法 
マイ・タイムラインの作成は、グループで一緒に考えなが
ら進めていくことが有効です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇お助け教材 

マイ・タイムライン検討ツール「逃げキッド」の使い方や 
タイムラインの考え方を解説する動画を配信しています。 

（下館河川事務所 HP のマイ・タイムラインポータルサイト
https://mytimeline.river.or.jp/） 

解説 
 
○今回検討したマイ・タイムラインは、どのような場面を想定しまし

たか？もしかすると、夜避難することもあるかもしれません。洪水
が近づいている時、自宅以外の場所にいる可能性もあります。ぜひ、
さまざまな場面を想定して備えを充実させていきましょう。 

ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう 

ご自宅に戻ったらみなおしてみましょう 

解説 
 
○マイ・タイムラインを作成したら終わりではなく、洪水時に使用する

ことが重要です。また、今回整理した時間軸はあくまでも目安で有り、
予定通り進行することはありません。そのため、この３点については
必ず参加者の皆さんに伝えるようにしてください。 

○水害リスクや避難場所を講座内で確認できなかった場合には、再度ご
自宅で確認するようアナウンスしましょう。 

  

例２親子同士 例１地区単位 

〇時間配分 
４５分～９０分で調整して行うことができます。 
なお、本シナリオは、４５分を想定しております。 

解説 
 
○家族の動きはどうでしょうか？今回作成したマイ・タイムラインを

家族、地域の人達と話し合って、更に深めていきましょう。 
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１１. マイ・タイムラインリーダーとして活動するための流れ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  

右図の記入例をご参照ください。 

※２  

認定証の発行は約 3ヶ月ごとを 

考えておりますので、お手元に 

届くまで時間がかかることがあ 

ります。 

 

 

 

 

申請書の記入例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 〇〇    〇〇  〇〇

〇〇〇〇   〇〇   〇〇

〇〇 市役所、 〇〇 市

たろう き ぬ 

 

確認事項にレ印を

記入すると、下記に

記載したメールア

ドレスへ事務局か

ら認定結果を通知

します。 

署名でも構いません。 

自治会等の地区名

がございましたら

ご記入ください。 

開催された会場及び市

町村と開催日両方のご

記入をお願いします。 

メールアドレスをお持ち

の方は今後の予定や情報

をメールで伝えます。 

既にマイ・タイムライン

作成の支援がある方は

ご記入ください。 

  

  

〇 

〇〇県〇〇市〇〇 

鬼怒 太郎 
 〇〇 〇〇〇〇    〇〇    〇〇

〇〇 

〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇〇@gmail.com

 

 

〇

認定講座を受講し、リーダー
申請書を事務局に提出

１ リーダーの認定

事務局リーダー

申請書
提出※1

認定証
発行※2
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〇依頼書 

リーダーが自ら講座を実施する際に、活用場所等の活用用途と逃げキッドの必要部数等を記入した逃げキッド提供依頼書を事務局に提

出し、逃げキッド等を無償で活用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 講師や講師補助として講座に参加

事務局が講座開催を調整、リーダーに講師等を依頼

リーダーが自ら講座を実施
（事務局等が講座開催の調整に入らない場合）

講師等を依頼

連絡・調整

開催要請

事務局住民
・

学校

リーダー

リーダー住民

ケ
ー
ス
１

講座開催

連絡・調整

講座開催

講師・講師補助として参加

ケ
ー
ス
２

※事務局は河川事務所や市町村
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〇活動報告書 

リーダーは講師や講師補助としてマイ・タイムライン作成講座を実施した際に、マイ・タイムラインリーダー活動報告書を提出し、設

定条件をクリアすると、事務局から昇級の認定を受けることができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダーは報告書を作成し、
事務局に提出

３ 活動報告書の提出

事務局リーダー

報告

条件クリア
次第、昇級
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〇資料入手方法 

申請書、活動報告書及び逃げキッド提供依頼書の入手方法は、下館河川事務所ホームページの｢みんなでタイムラインプロジェクト｣

ウェブサイト（https://mytimeline.river.or.jp/）内から「マイ・タイムラインリーダー認定制度」にアクセスし、「マイ・タイムラインリー

ダー認定申請書のダウンロード」、「マイ・タイムラインリーダー活動報告書のダウンロード」、「逃げキッド提供依頼書のダウンロード」

から必要な Word ファイルの用紙をダウンロードしてください。 

上記より入手できない場合は、協議会構成自治体職員にご相談ください。 

 

〇提出方法 

 入手した申請用紙に、必要事項（名前・住所・メールアドレス・これまでの活動報告等）を記入し、下記の宛先にメール送信、FAX も

しくは郵送してください。 

 

〇提出先 

メール送付先：ktr-shimodate_info@mlit.go.jp 

FAX 送付先：0296-25-3019 

郵送先：〒308-0841 茨城県筑西市二木成 1753  

国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 調査課 
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〇マイ・タイムラインポータルサイト 

ポータルサイト（https://mytimeline.river.or.jp/）は、 

（１）一般の方がマイ・タイムラインについて知ることができる画面 

（２）リーダーしか閲覧できない専用画面 

の２つで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイ・タイムライ

ン検討ツール「逃

げキッド」動画を

紹介しています。 

「活動報告書」や「逃げキ

ッド提供依頼書」をダウン

ロードできます。 

「作成講座開催リクエスト」

をダウンロードできます。 

マイ・タイムライ

ンの歴史を紹介

しています。 

リーダー個人の

アカウントで、作

成講座の予定確

認や講師・講師補

助の応募が行え

ます。 
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リーダー専用画面（https://mytimeline.river.or.jp/login）では、マイ・タイムライン作成講座の開催日時の確認や、講座の講師も

しくは講師補助のエントリーがポータルサイト上で可能となります。リーダー専用画面を閲覧するためのログイン ID 及びパスワードは、

認定証と一緒に発行いたします。発行は約 3ヶ月ごとを考えておりますので、お手元に届くまで時間がかかることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

マイ・タイムライン作成講座

の予定の確認、講師・講師補

助の応募が行えます。 

リーダー自らの活動状況を

確認できます。 
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