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○現状の水害リスク情報や取組状況、課題の共有

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

課題

・情報の用語が市民に充分に理
解されていない懸念がある。

・内水被害も反映したハザード
マップの作成について、検討を
進めていく必要がある。

・想定最大規模の洪水浸水区域
に調整したハザードマップを令
和３年１０月に発刊したが、住
民への周知が必要であり、引き
続き講習会で周知を図る必要が
ある。

・想定最大(1000年確率)の浸水
の場合、町内に避難所を設置で
きない。このため、広域避難が
必要であるが、避難先や避難方
法が未確定であるので、周知す
ることはできない。（周知する
ことは、住民に不安を与えるだ
けである。また、その対策がで
きていない自治体の責任が問わ
れる。）

・防災マップの周知が不充分な
ほか、1000年確率の浸水区域が
不明。

・水位周知河川等（3河川）に
ついては洪水浸水想定区域、家
屋倒壊等氾濫想定区域等を既に
公表しているが、住民に浸水リ
スクを認識していただく必要が
ある。

・想定最大規模降雨における洪
水浸水想定区域図等が浸水リス
クとして住民に認識されていな
い。
・洪水浸水想定区域図やHMの認
知度が不明である。
・住民の防災意識がどの程度か
不明である。
・堤防決壊や浸水被害のイメー
ジがわきにくい。

現状

・情報伝達要領等に基づき、国
交省・県・気象台から複数の連
絡が来る体制となっている。
・県等のホームページにより、
市としても常時監視している。

・水位、河川の現況について情
報提供していただいている。

・水位、河川の現況について情
報提供していただいている。

・情報伝達要領等に基づき、国
交省・県・気象台から情報提供
される体制となっている。

・琴浦町内に水位周知河川が無
く、情報収集としては、現地確
認及び県監視カメラ（勝田
川）、県防災情報システム（勝
田川、洗川、加勢蛇川）で行っ
ている。

・河川水位や雨量情報等を県
ホームページ（防災情報）等で
提供している。
・由良川の「洪水予報」につい
ては気象庁と鳥取県水防本部
（河川課）が共同発表すること
としている。（関係市町：
FAX）
・水位周知河川等について、河
川水位に応じた「水防警報」や
「避難判断水位」を定め、関係
市町村向けに通知している。
（関係市町：FAX）
・局長と関係市町村長との情報
伝達の手段として「ホットライ
ン」を構築している。
・各水位を水位到達メールで水
防担当者に自動配信している。

・河川水位や降雨等の状況に応
じて、避難等に資する「洪水予
報」を倉吉河川国道事務所、鳥
取県と共同発表することとして
いる。（FAX、メール）
・気象警報・注意報及び情報を
適切なタイミングで発表するこ
ととしている。
・特別警報を発表する場合に、
気象台長から関係自治体首長に
対して情報伝達（ホットライ
ン）をすることとしている。

・計画規模浸水想定に基づき、
河川水位の動向に応じて、水防
に関する「水防警報」や避難等
に資する「洪水予報」（国交
省・気象庁共同発表）を自治体
向けに通知しているとともに、
「洪水予報」については一般に
周知している。
・決壊、越水等重大災害発生の
恐れがある場合には、倉吉河川
国道事務所長から関係自治体首
長に対して情報伝達（ホットラ
イン）をすることとしている。
・倉吉河川国道事務所が設置し
ているCCTVカメラの映像は、鳥
取県に配信している。
･天神川のCCTV映像のネット配
信、ケーブル配信を実施。

課題

・ファックス等だけではなく、
危険な状況に近づきつつある場
合には電話等での情報提供が必
要。

・避難情報を周知するにあた
り、氾濫規模、氾濫想定の判断
ができない。

・情報が多過ぎるので、情報の
分析・選択が必要である。
・仮に警戒水位を超える状況と
なった場合に、危険箇所の特定
が出来ておらず、対策が講ずる
ことができるのか不明。

・河川氾濫規模が想定できない
ため、周知にとまどう可能性が
ある。

・洪水予報等の防災情報の意味
やその情報による対応が住民に
は十分認知されていないことが
懸念される。

・防災行動計画（タイムライ
ン）及びホットラインの運用を
開始したばかりであり、今後の
運用上の問題点等の検証が必要
である。

・洪水予報等の防災情報の意味
やその情報による対応が住民に
は十分認知されていないことが
懸念される。
・想定最大規模降雨に対応し
た、水防に関する「水防警報」
や避難等に資する「洪水予報」
（国交省・気象庁共同発表）を
自治体向けに通知しているとと
もに、「洪水予報」を自治体向
けに通知する必要がある。(国
府川の北栄町への氾濫)
・倉吉河川国道事務所が設置し
ているCCTVカメラの映像は、市
町では確認出来ない。

項　目

想定される
浸水リスク
の周知

・ハザードマップ等の目的や使
い方が住民に十分理解されてい
ないことが懸念される。

・想定最大規模の降雨時の避難
先や避難方法が設定できない。

現状

洪水時にお
ける河川管
理者等から
関係機関へ
の情報提供
等の内容・
タイミング

・防災情報の意味やその情報に
よる対応が住民には十分認知さ
れていないことが懸念される。

・情報が多すぎ、情報の分析･
選択が難しい。

・「倉吉市洪水・土砂災害ハ
ザードマップ」を令和２年４月
に市内全戸配布し、大雨時に市
民が円滑かつ迅速な避難行動を
取ることができるよう周知を
図っている。
・「まるごとまちごとハザード
マップ」を令和２年度は、市役
所庁舎や地区公民館のうちで浸
水想定区域内にある14施設の壁
面（正面玄関など人目に付きや
すい場所）に想定浸水深標識を
設置した。令和３年度には同様
の標識を市内13の小中学校に設
置した。
・防災行政無線（屋外拡声・戸
別受信機・有線テレビでの放
送・メール配信・聴覚障害者用
文字放送機）を活用した周知を
実施。
・広報車の活用。

・天神川において、想定最大規
模降雨における洪水浸水想定区
域を倉吉河川国道事務所のＷＥ
Ｂサイト等で公表している。
・また、天神川水害リスクマッ
プの公表を予定している。
･天神川において危機管理型水
位計、簡易型監視カメラの設
置。
･天神川のCCTV映像のネット配
信、ケーブル配信を実施。
・庁舎へのまるごとまちごとハ
ザードマップの設置及び鳥取
県、市町における整備のための
支援の実施。

・H31年3月にハザードマップを
作成し、全戸配布しHPでも公開
済。

・湯梨浜町洪水ハザードマップ
を全世帯へ配布及び町ホーム
ページで公表している。

・平成30年3月に町防災マップ
を作成し、洪水ハザードマップ
（計画規模）を掲載。全戸配布
するとともに、町ホームページ
で公表している。

・令和２年度防災マップを作成
し、町内全戸配布及び町ホーム
ページで公表。

・洪水予報河川（由良川）、水
位周知河川（三徳川、東郷池）
については計画規模降雨におけ
る洪水浸水想定区域図は公表済
みであり、これらの想定最大規
模降雨における想定区域図も公
表をしている。

・洪水予報、水位周知河川以外
の78河川については、浸水範囲
を明記した鳥取浸水リスク図に
ついて公表している。

別紙－１
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○現状の水害リスク情報や取組状況、課題の共有 別紙－１

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・国と県の警戒レベル相当水位
の考え方が１段階違うため、地
域防災計画の発令基準と国の避
難情報に関するガイドラインと
の間に整合性が取れていない。
・市民からは、鳥取県の考え方
に合わせていれば、避難情報の
発令が早すぎてしまい、結果的
に誰も避難しなくなる恐れがあ
ると苦情をいただいている。

・国の発令基準に準拠し、避難
判断水位到達や特別警報発表で
避難指示発令とするよう し、地
域防災計画を修正した。

・鳥取県の発令基準に準拠して
おり、避難判断水位到達で高齢
者等避難、特別警報発表、氾濫
危険水位到達で避難指示発令と
し、地域防災計画に記載してい
る。

・鳥取県の発令基準に準拠して
おり、避難判断水位到達や特別
警報発表で高齢者等避難を発
令、氾濫危険水位到達で避難指
示を発令するよう地域防災計画
の修正を進めている。

・地域防災計画に基準を規定
・町内３箇所の水位観測所の水
位が氾濫注意水位を超え、引き
続き水位上昇のおそれがあると
き等

・地域防災計画に発令基準を定
めているが、河川水位のみなら
ず水位上昇速度、降雨や雨域の
変化、上流部の雨量等、気象条
件を総合的に判断して発令して
いる。
・国と県の避難指示等の判断基
準となる水位が不整合のため、
市町村が混乱しないように本県
内の当面の運用基準について市
町村に周知している。

課題

・避難指示等の発令は空振りが
多いと住民の危機意識の低下に
繋がる恐れがあるため、早く出
しにくい。
・想定最大規模降雨と判断でき
るような事前情報がない。
・想定最大規模のハザードマッ
プは作成済みであるが、想定最
大規模の避難計画の場合、避難
する場所が無く、両者をどのよ
うに繋いでいくのか検討が必要
である。

・県管理河川と国管理河川の警
戒レベル毎の行動の目安が異
なっており、分かりやすく住民
に伝え、的確な避難行動に繋げ
ていく必要がる。

・氾濫危険水位等の基準水位で
避難指示等を発令することとし
ているが、想定最大規模降雨な
のかどうかの判断ができていな
い。通常の避難所指定でよいの
か、広域避難が必要なのかの判
断がつかない。気象庁等によ
り、明確な情報提供が必要であ
り、そのパターンごとの想定を
作成しておくことが必要であ
る。

・局地的な豪雨時の判断が困難
である。
・また、町内の流域毎での避難
情報は発令できるが、同流域の
エリア指定までの絞り込みは困
難。

・想定最大規模の予測がないた
め、どの範囲まで影響が及ぶか
見当がつかない

・現時点では、国ガイドライン
と県の避難指示等の判断基準と
なる水位に不整合がある。
・市町村長に対し、助言を行う
者の育成（増員）が必要であ
る。
・県も市町職員の研修に積極的
に関わり、防災担当者の育成に
努める必要がある。

現状

・防災行政無線及び戸別受信機
（全戸設置済み）により情報伝
達している。
・聴覚障がい者（17世帯）に
は、文字放送機を設置してい
る。
・登録用メールや日本海ケーブ
ルテレビでも情報発信してい
る。
・県、市、民放各社との協定に
より、FAXを送付すると放送し
てくれる。NHKはLアラートで表
示される。

・防災行政無線や戸別受信機
（各戸設置済み）により情報伝
達している。
・水防団による拡声器等による
広報。
・自治会の支援者（自治会長や
自主防災組織の関係者等）によ
る呼びかけ。
・避難指示以上で、県の防災情
報システムに入力すると、Lア
ラートでNHK及び民放に表示さ
れる。

・防災行政無線及び戸別受信機
（全戸設置済み）により情報伝
達している
・水防団による拡声器等による
広報。
・避難指示以上で、県の防災情
報システムに入力すると、Lア
ラートでNHK及び民放に表示さ
れる。
・各自治体判断による「あんし
んトリピーメール」で避難情報
も発信可能。
・緊急速報メールにて洪水情報
を提供

・防災行政無線の屋外スピー
カーと全戸設置の戸別受信機で
情報伝達している。戸別受信機
は、各旅館や事業所等にも設置
している。
・消防団車両及び町公用車のス
ピーカーで情報伝達する。

・防災行政無線、防災放送アプ
リ、ホームページ、LINE等によ
り情報伝達を行う。

・水位情報、水防警報をあんし
んトリピーメール、Lアラート
で配信している。
・河川水位、ライブカメラ等の
情報は、県ホームページ、地デ
ジデータ放送、CATV等で発信し
ている。

・気象情報等を自治体や報道機
関を通じて住民等に伝達してい
る。
・気象情報等を気象台ホーム
ページで配信している。
・特別警報は緊急速報メールで
配信している。
・気象庁ホームページのキキク
ル(危険度分布)において視覚的
にわかりやすく色分けをし危険
な地域を表示している。

・「川の防災情報」や地上デジ
タル放送のデータ放送にて、水
位・雨量等の防災情報を提供
・橋梁に氾濫危険水位等を表示
している。
・天神川のCCTV映像のネット配
信、ケーブル配信を実施。

課題

・外国人への情報提供は、特に
実施していない。

・外国人への情報提供は、特に
実施していない。就労している
企業への連絡もしていない。

・外国人への情報提供は、特に
実施していない。

・外国人への情報伝達体制が
整っていない。（旅館、事業所
等に対応を依頼している。）

・外国人への情報提供が不足し
ている。

・現在の切迫性、とるべき行動
について、住民へ分かりやすい
情報となっていない。
・外国人、避難行動要支援者等
へ確実・迅速に伝達する体制の
整備を検討する必要がある。
・防災情報の意味が理解され
ず、とるべき行動に繋がってい
ない。

・事態の切迫性やとるべき行動
について、住民への普及啓発が
不十分。
・住民自らが必要な情報を取得
できていない可能性がある。
・インターネットが使えない住
民への情報伝達方法が課題。

住民等への
情報伝達の
体制や方法

・事態の切迫性や防災情報の意
味が理解されず、とるべき行動
に繋がっていない。

・住民自らが必要な情報を取得
できていない可能性がある。

・外国人、避難行動要支援者等
への情報伝達が不十分である。

避難指示等
の発令基準

・氾濫危険水位等の基準水位で
避難指示等を発令することとし
ているが、想定最大規模降雨な
のかどうかの判断ができない。

・想定最大規模の予測がないた
め、どの範囲まで影響が及ぶか
検討がつかない。

・市町村長に対し、助言を行う
者の育成が必要である。

項　目
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○現状の水害リスク情報や取組状況、課題の共有 別紙－１

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・避難所を54箇所、緊急避難場
所（屋外もあり）を28箇所指定
し、地域防災計画に記載してい
る。
・自主防災組織による避難支援
を推奨している。
・各集落の自主防災組織が防災
マップを作成し、地域独自の避
難場所や避難経路を設定してい
る。約97％の集落で完成。
・15法人と協定を締結し、要配
慮者の緊急受け入れが225名ま
で可能。

・HMに避難経路の指定までは記
載していない。
・自主防災組織については63自
治会中48について組織されてい
る。中には要支援者の避難支援
について設定している自主防災
組織もある。全組織について推
奨している。

・HMに、福祉施設や避難経路を
記載したものを令和３年１０月
に発行した。
・地域ごとはあるが、地区ごと
はない。
・自主防災組織については、75
自治会中71について、組織され
ている。

・平成30年3月に町防災マップ
を作成し、避難所や医療機関等
を掲載しているが、避難経路は
指定していない。

・防災マップを作成し、避難場
所を記載。
・避難経路までは記載していな
い。

・天神川において、想定最大規
模降雨における洪水浸水想定区
域及び、堤防が決壊した際の氾
濫シミュレーション結果を倉吉
河川国道事務所のホームページ
等で公表し、自治体が作成する
ハザードマップ作成の支援をし
ている。

課題

・避難所の収容人数が足りな
い。
・想定最大規模における浸水想
定区域の避難場所・避難所の再
検討が必要。
・本川決壊前に内水氾濫により
すでに避難経路が浸水している
可能性がある。

・想定最大規模浸水時の避難所
の収容人数の過不足等について
確認できていない。

・想定最大規模浸水時の避難所
の収容人数が不足する。
・想定最大規模浸水までの浸水
過程が時間の想定ができていな
いので、避難場所、避難経路、
広域避難なのか判断ができな
い。

・想定最大(1000年確率)の浸水
の場合、町内に避難所を設置で
きない。このため、広域避難が
必要である。
また、道路網が浸水し通行でき
ないとともに、土砂崩れにより
孤立する集落が発生することが
想定される。

・想定最大規模（1000年確率）
の予測がないため、避難者数の
把握ができていない。
・支え愛MAPの推進を図り、地
域の実情に合わせた避難所設
定、避難経路設定を行う必要が
ある。

現状

・自主防災組織や水防団が誘導
するように依頼している。
・分散避難について啓発してい
る。

・自主防災組織で取り組んでい
る。
・自主防災組織にて地震時の訓
練で声かけ、避難誘導等を行っ
ているので、洪水時も同様。

・H23年は消防団による消防車
での広報。
・自主防災組織での避難誘導が
されている集落もある。

・消防団及び集落ごとにある自
主防災組織（トップは区長）が
避難誘導を行う。

・消防団による消防車での避難
誘導
・自主防災組織での避難誘導

課題

・要配慮者の避難には特殊な車
が必要であり、家族での対応が
基本となっている。

・一次避難所（計画規模）から
二次避難所（想定最大規模）へ
の移動に関しての町の体制につ
いては防災計画で決めていな
い。

・要配慮者の避難について、地
区での共助が重要であり、自主
防災組織、自治会の防災体制、
意識づけがさらに必要である。
・しかし、想定最大規模洪水と
なると、避難場所、避難経路、
避難方法（手段）について計画
が難しい。

・想定最大規模の洪水が発生し
た場合の避難体制の確保が困難
である。
・要配慮者等の避難について、
個別避難計画の策定を進める必
要がある。

・避難行動要支援者等の避難誘
導体制が整っていない。

　②水防に関する事項

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・職員や水防団には、職員参集
メールに登録してもらい、メー
ルで送付している。
・各分団への無線機は設置済み
であり、指示は出せる。

・県からの情報はFAX・メール
が基本。
・水防団及び町職員へ職員参集
メールを配信している。

・各福祉施設、保育園、小・中
学校等の要配慮者施設に防災行
政無線戸別受信機を無償配布
済。

・気象警報等の発表により、町
が警戒体制に移行する場合は、
水防団へも情報共有し、注意体
制を整えている。

・水防団への連絡は電話連絡で
対応

・水位情報、水防警報をあんし
んトリピーメール、Lアラート
で配信している。
・河川水位、ライブカメラ等の
情報は、県ホームページ、地デ
ジデータ放送、CATV等で発信し
ている。

・洪水予報伝達系統図等により
情報伝達を行っている。
・防災行動計画（タイムライ
ン）の伝達系統図等により情報
伝達を行っている。

・水防に係る情報として、国土
交通省が基準水位観測所の水位
の動向に即して「水防警報」を
発した場合は、 鳥取県に通知
しており、県は水防管理者に通
知している。
・水防に係る水位等の様々な
データは、「川の防災情報」に
よりパソコン・携帯電話・ス
マートフォンで提供している。

課題

・水防団、関係職員等の参集、
確認メール等のシステム整備が
必要。
・職員参集メールは整備済み。

・気象が激化している中で、情
報伝達（発信者～末端の受信
者）の効率化と時間短縮を検討
する必要がある。

水防関係者
等への河川
水位等に係
る情報提供

・気象が激化している中で、情
報伝達（発信者～末端の受信
者）の効率化と時間短縮を検討
する必要がある。

項　目

避難場所・
避難経路

・想定最大規模降雨時における
浸水想定区域の避難場所、避難
経路等の再検討が必要。

・道路網が浸水し通行できない
とともに、土砂崩れにより孤立
する集落が発生することが想定
される。

避難誘導体
制

・避難行動要支援者の避難誘導
体制が整っていない。

・一次避難所（計画規模）から
二次避難所（想定最大規模）へ
の移動に関しての体制について
防災計画で決めていない。

項　目
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○現状の水害リスク情報や取組状況、課題の共有 別紙－１

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・国と市の合同点検を実施して
おり、資料がわかりやすく評判
がよい。
・内水氾濫が発生すると、巡視
より優先して対応している。

・水防団の分団ごと（天神川は
２分団）に担当地区を巡視、警
戒対応している。
・分団長にまずメールで水位情
報伝達し、消防車の車載無線や
携帯電話にて指示等を行い、対
応して頂いている。
・職員参集メールシステムを配
備して水防電へ気象警報等の情
報を共有している。

・東郷湖、天神川等の重要箇所
については、エリアを決めて消
防団が巡視している。

・エリアを決めて、消防団が巡
視している。
・消防団は巡視以外に、水路に
詰まった流木等の除去等も行っ
ている。

・各分団の担当区域を消防団が
巡視

・県管理区間において、河川監
視員により定期的に実施してい
る。

・直轄管理区間において、出張
所において巡視を行っている。
・巡視は維持業者、業務委託者
で対応。

課題

・夜間巡視は危険で河川に近づ
くことが難しい。CCTVカメラで
水位標の水位が確認できるよう
にしてもらいたい。
・水防団が巡視のポイントを理
解できていない。

・夜間巡視は危険である。水位
の判断も難しいと考えられる。

・集中豪雨等による氾濫警戒時
には消防団の巡視にもリスクを
伴う可能性があり、状況判断が
難しい。

・夜間の水位判断は危険であ
り、水位判断が難しい。

・管理する河川は19水系81河川
と多く、その延長は約300kmと
長いことから効率的な巡視等が
求められる。

現状

・市主催で水防訓練を行ってい
る。
・国・県と連携し、天神川総合
水防演習を実施している。
（Ｒ２、Ｒ３は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止により中止）

・町として、年１回、水防倉庫
の点検や水防工法（土のう作
り、ロープワーク等）の訓練を
行っている。
・県や郡の講習に参加してもら
うように推奨している。

・町としての主催では水防訓練
はない。
・総合防災訓練で水防訓練を
行ったことはある。
・県主催の水防訓練の案内はし
ている。

・各地区（全５地区）が持ち回
りで、年１回水防訓練を実施し
ている。

・町主催での水防訓練は行って
いない
・国、県への水防訓練へ参加し
ている

・3年に一度、当地区において
水防訓練を実施。
・国主催及び県主催の演習がい
無い年は中部地区単独で水防講
習会を実施している（平成28年
度～）。

・水防団（消防団）・自主防災
組織・消防署等の関係機関が開
催する水防訓練に要請に基づい
て防災気象情報(模擬)を提供し
ている。

・14年に一度、天神川水系にお
いて総合水防訓練を実施。
・防災ステーションを水防訓練
場所として活用している。

課題

・どのような水防工法を実施す
べきかわかっていない。

・水防工法についてのアドバイ
ザー派遣など検討していただき
たい。

・水防技術継承のため継続的な
取り組みが必要。

・水害に対し、どのような対応
をすべきかわかっていない

・水防技術継承のため継続的な
取り組みが必要である。

現状

・備蓄の基準が定められてお
り、水防倉庫にブルーシート、
ロープ等を備蓄している。

・水防倉庫に土のう袋、ブルー
シート、ロープ等20種類ほどを
備蓄している。

・土のう袋3000～4000、ブルー
シート、スコップ、つるはし、
発電機、灯光器等十分な備蓄が
ある。

・庁舎敷地内の倉庫１箇所に備
蓄している。

・防災備蓄倉庫、水防倉庫に備
蓄している

・水防倉庫等に水防資機材を備
蓄し、適宜補充している。

・根固ブロックや大型土のう等
を所定の場所に備蓄している。
・防災ステーションに水防資機
材等を備蓄している

課題

・必要な量が備蓄されているか
不明である。基準の根拠が不
明。

・必要数量が不明のため、どれ
だけ整備しておけばよいのかわ
からない。

・資機材の維持管理計画がな
い。
・資機材の更新費用がない。
・県や国からの緊急時の支援体
制を確立する必要がある。

・必要な量が備蓄されていると
いえるのか不明

・必要な量が備蓄されているか
不明である。

現状

・想定最大規模でも本庁舎や防
災センターは浸水しない。
・Ｒ２年１月オープンした第２
庁舎は浸水想定区域内にあり、
電源施設を屋上に設置してい
る。

・庁舎は浸水しない。
・災害拠点病院なし。

・役場の発電機は１mの高さの
場所に設置。
・災害拠点病院なし。

・計画規模では役場は浸水しな
い。
・災害拠点病院なし。

・災害拠点病院なし ・計画規模の浸水に対する耐水
化等の浸水対策を行っている。
（各総合事務所等）

・鳥取地方気象台（鳥取第３地
方合同庁舎）について、計画規
模降雨による洪水浸水想定区域
から外れている。

※本記述は、天神川水系に関係
する事項ではないが、庁舎の実
態としては記述のとおり、事務
局で｢必要なし｣と判断されれば
削除願います。

・計画規模の浸水に対して、電
気供給が可能なよう改修済み。

課題

・本庁舎や防災センターは浸水
しないが、移動経路が浸水する
ため孤立する。
・浸水時における救援物資の移
動経路や手段（ボートやヘリコ
プター等）など確認が必要。

・福祉施設への個別に情報伝達
するか等の検討が必要。
・福祉施設は２階建以上なの
で、垂直避難で対応することで
考えている。
・指定福祉避難所の2カ所が浸
水想定区域となっている。

・防災操作卓は現状でも浸水す
る。
・想定最大規模の場合に、現
状、代替え施設がない。

・役場の発電機は浸水深1.3ｍ
まで稼働可能であるが、キュー
ピクル（変電設備の変圧器）が
0.5ｍ浸水すれば稼働停止とな
る。

・想定最大規模の影響範囲が不
明

・想定最大規模の浸水想定区域
を踏まえて、浸水対策の点検、
再検討が必要である。（各総合
事務所、拠点病院等）

直轄河川での想定最大規模降雨
による洪水浸水想定に対しての
対応方針と併せて検討が必要。

・想定最大規模降雨による洪水
浸水想定区域を踏まえて、浸水
対策の点検、再検討などが必要
であるが、合同庁舎であるた
め、整備方針が決まっておらず
検討は進んでいない。

・想定最大規模の浸水に対して
現状施設の評価を行い、これを
踏まえた対応を検討する必要。

庁舎、災害
拠点病院等
の水害時に
おける対応

・キュービクル（変電設備の変
圧器）や防災操作卓が浸水する
市町がある。

・移動経路が浸水するため、救
援物資の移動経路や手段の確認
が必要である。

水防訓練

・出水の状況に応じて実施すべ
き水防工法が理解されていな
い。

・水防工法についてのアドバイ
ザー派遣など、水防技術継承の
ための継続的な取り組みが必要
である。

水防資機材
の整備状況

・水防資機材が必要な量が備蓄
されているか不明である。

河川の巡視
区間

・夜間巡視は危険であり、水位
の判断も難しい。

・河川延長も長いことから、効
率的な巡視が求められる。

・水防団に巡視のポイントが十
分把握されていない。

項　目
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○現状の水害リスク情報や取組状況、課題の共有 別紙－１

　③氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・上井雨水排水ポンプ場、明治
町雨水排水ポンプ施設、古川沢
排水ポンプ場を所有している。
・国が所有する和田排水機場の
点検、操作を受託している。

・町が管理している排水機場や
ポンプ場はない。
・排水が必要な場合応援要請で
対応。

・町が管理している排水機場や
ポンプ場の設置にむけて令和３
年度から設計に入った。

・町が管理している排水機場や
ポンプ場はない。

・町が管理している排水機場や
ポンプ場はない。
・消防団のポンプ車等で対応す
る。必要に応じて応援要請す
る。

・排水ポンプ車を保有し、出水
に備え訓練、点検等を行ってい
る。
・水門、排水樋門等は市町等へ
操作委託を行い、点検、訓練を
行っている。

・排水ポンプ車を保有、排水機
場を整備し、出水に備え訓練、
点検等を実施。
・計画規模を超える洪水による
氾濫時の排水ポンプ車の配置場
所を計画した。

課題

・下水道施設は10年確率の降雨
により計画されているため、そ
れ以上の降雨には対応できな
い。また、ポンプ場自体が浸水
するリスクがある。

・県からの浸水区域図が出てか
ら、浸水継続時間を考慮した排
水系統、体制の検討が必要。

・町は避難行動を優先するの
で、排水については国・県にお
願いしたい。
・水防団（消防団）のポンプ
車・小型ポンプでどの程度対応
できるのか不明。
・排水対策が必要な場合は応援
要請で対応するしかない。

・想定最大規模に対する排水ポ
ンプ車の配置計画、運搬計画の
検討が必要である。
・想定最大規模に対する排水施
設の効果的な操作の検討が必要
である。

　④河川管理施設の整備に関する事項

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・県管理河川（19水系81河川：
延長約300km）における要改修
延長は223.8kmであり、そのう
ち改修済延長は93.5kmであり整
備率は41.8%と低い。
・現在は浸水常襲地帯である由
良川、東郷池で事業を集中的に
実施している。

・河川整備計画に基づき、整備
を行っている。

課題

・改修の必要性・緊急性を見極
め効率的・効果的な対策を引き
続き進めていく必要がある。
・越水等が発生した場合でも決
壊までの時間を引き延ばすよう
な堤防構造を検討していく必要
がある。

・昭和３４年９月洪水と同規模
の洪水で、家屋浸水などの被害
が発生する恐れがある。
・河川の整備には時間を要す
る。

現状

・管理用通路が未整備、未舗装
であったり、除草等が不十分な
河川もある。

課題

・水防活動や河川管理を適切に
行うため、管理用通路の整備が
必要な河川もある。

　⑤防災教育等に関する事項

倉吉市 北栄町 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 鳥取県
気象庁

鳥取地方気象台
国土交通省

中国地方整備局
課題のまとめ

現状

・小中学校の土曜授業にて防災
を勉強している。
・各学校で年2回防災訓練を実
施している。
・自主防災組織の勉強会を年40
回程度開催している。今後は
リーダー育成のための勉強会を
予定している。
・大学の先生を講師に招いて勉
強している地区（校区単位の全
13地区）もある。

・小中学校の総合学習の時間に
防災教育を実施。
・今年秋、町と協力して、保護
者引き渡しの訓練を行う予定。

・自治会に依頼されて講習会、
避難訓練を行っている。昨年は
自治会30回、泊小１回（４年生
対象）、民生委員会3回、高齢
者団体１回。
・防災訓練を行った自治会には
町として補助金を出している。
（集まった世帯×500円、１年
に３回まで）

・令和２年度から三朝小、三朝
中で防災出前講座を開催してい
る。
・集落単位での防災出前講座の
実施。
・社会福祉法人（介護施設、保
育園）の職員を対象とした防災
学習を実施。

・自治会等からの依頼により講
習会・出前講座を行っている

・要請があった学校で出前講座
等を適宜実施している。

・鳥取県教育委員会と連携し、
学校安全教育推進委員会の専門
家派遣事業に参画し、防災（気
象や地震）教育を実施してい
る。
・地域住民等からの要請に基づ
いて出前講座を実施している。
・水防団（消防団）・自主防災
組織・消防署等の関係機関から
の要請に基づいて出前講座を実
施している。

・小学校や自治体の出前講座に
おいて、天神川の特徴や浸水想
定区域、「マイ・タイムライ
ン」作成のポイント、天神川の
環境、支え愛マップ等について
説明している。

課題

・地区によって防災意識の高低
があるが、原因分析ができてい
ない。

・地区の防災リーダーの育成 ・訓練をまめに行う自治会もあ
れば、行わない自治会もある。

・消防団及び町職員を対象に、
大規模水害を想定した図上訓
練・情報伝達訓練を実施する必
要がある。
※外部機関等の協力が必要

・自治会によって防災意識に差
がある

・活用の呼びかけやプログラム
の充実を図り、さらに防災教育
を推進する必要がある。
・教育委員会等の学校教育関係
者の協力が不可欠。

項　目

防災教育・
防災学習等

・自治会によって防災意識に差
があり、活用の呼びかけやプロ
グラムの充実を図り、さらに防
災教育を推進する必要がある。

項　目

堤防等河川
管理施設の
現状の整備
及び今後の
河川整備

・改修の必要性・緊急性を見極
め効率的・効果的な対策を引き
続き進めていく必要がある。

・越水等が発生した場合でも決
壊までの時間を引き延ばすよう
な堤防構造を検討していく必要
がある。

河川管理用
通路等の状
況

・水防活動や河川管理を適切に
行うため、管理用通路の整備が
必要な河川もある。

項　目

排水施設、
排水資機材
の操作・運
用

・ポンプ場自体が浸水するリス
クがある。

・想定最大規模に対する排水ポ
ンプ車の配置計画、運搬計画及
び排水施設の効果的な操作の検
討が必要である。
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

１．鳥取県の強み「支え愛」による地域防災力の強化

　（１）地域の防災体制づくり

■地域の支え愛防災マップづくりを通した地域防災力向上の取組

防災学習、出前講座等の実施
本市福祉課と連携し、防災普
及指導員２名を活用した取り
組みを実施。

継続実施
要望に応じて防災学習会等を
開催し、講師として防災専門
家を派遣する。

継続実施

防災の専門家（防災特別対策
官）を配置し、随時、防災講
習、訓練指導を出前講座とし
て実施

継続実施
町社協と協力して防災MAPを作
成し、要望があれば防災学習
を実施する。

継続実施
自治会からの要請に応じ、防
災研修会へ講師として町職員
を派遣する

継続実施
防災学習、出前講座等の実
施、講師の派遣

継続実施
防災学習、出前講座等の実
施、講師の派遣

継続実施

（天神川浸水想定区域内）
自主防災組織（自治会等）を
対象とした防災知識の普及支
援

継続実施

現場点検やワークショップを交えた支
え愛防災マップの作成支援

福祉課非常勤職員と防災普及
指導員が連携し、地元での支
え愛マップ作成を支援を実施

継続実施
各集落の防災情報マップの作
成

継続実施
社会福祉協議会、総合福祉課
が主となり、支え愛マップ作
成支援を実施

継続実施 町と社協が連携 継続実施
引き続き実施しているマップ
づくり作成支援を継続実施す
る。

継続実施
現場点検やワークショップを
交えた支え愛防災マップの作
成支援

継続実施

（天神川浸水想定区域内）
自主防災組織（自治会等）を
対象とした防災マップの作成
支援

継続実施

マップ等を活用した防災訓練の実施
支え愛マップを活用した地元
訓練の実施支援を行う

継続実施 避難演習の実施（年５回） 継続実施
防災の専門家（防災特別対策
官）を配置し、マップを活用
した訓練指導を実施

継続実施 訓練実施支援を行う 継続実施
自治会からの要請に応じ、防
災研修会へ講師として町職員
を派遣する

継続実施
マップ等を活用した防災訓練
の実施支援

継続実施

■住民主体の防災体制づくりの推進

防災リーダーの育成

地域から推薦のあった者の防
災士資格取得を全額助成し、
防災士資格取得者を地区防災
リーダーに認定すると共に、
研修等によりさらなる資質向
上を目指す。また、分団長以
上の消防団員にも防災士資格
取得を全額助成し、地域の防
災リーダーとして育成する。

継続実施
水防団を中核とした各集落の
防災体制の強化

継続実施
年次的に防災士を増やして、
地域の防災リーダーを育成し
ていく。

継続実施
防災士の育成を行うため、資
格取得のための費用助成を行
う

継続実施
自主防災組織のリーダー候補
の防災士資格取得への費用助
成を行う

継続実施
避難所運営指針の作成や市町
村向け研修会の実施

継続実施
関係機関と連携し養成講座に
講師の派遣

継続実施

自主防災組織等の研修、講師の派遣

防災安全課職員及び防災普及
指導員が地元研修を実施。ま
た、必要に応じて県のアドバ
イザーの活用も実施。

継続実施
水防団幹部等を講師として派
遣

継続実施

防災の専門家（防災特別対策
官）を配置し、自主防災組織
等の研修を実施している。必
要により県のアドバイザーを
活用している

継続実施
自治会等からの依頼があった
際に、研修・出前講座を実施

継続実施
自治会からの要請に応じ、防
災研修会へ講師として町職員
を派遣する

継続実施
自主防災組織等の研修、講師
の派遣

継続実施 必要に応じて研修講師の派遣 継続実施

（天神川浸水想定区域内）
自主防災組織（自治会等）を
対象とした防災知識の普及支
援

継続実施

自主防災組織への支援と消防団活動へ
の理解促進と両者の連携

自主防災組織と消防団との連
携を検討

継続実施 実施予定 継続実施
各自治会、自主防災組織等の
防災訓練、研修への消防団員
の派遣

継続実施 連携訓練の実施。 継続実施
両者の連携の推進、連携訓練
の実施。

継続実施

・子育て世帯向けの防災体験
プログラムの開催
・学生に自主防や消防団活動
を体験してもらう事業の実施
・地域防災に関わる多様な主
体がネットワーク化を図るた
めの交流の場を提供
・市町村の自主防や消防団の
強化等に係る取組について財
政支援

継続実施

■安全で安心して過ごせる避難所の開設

必要な資機材の整備及び迅速な配備態
勢の構築

自主避難所の開設及び運営を
行う自主防災組織に対し、備
蓄食料等の購入費用の一部補
助。
指定避難所等のWi-Fi環境の整
備

継続実施
拡充、補充等資機材の在庫確
保及び整理

継続

ユニバーサルデザインでの視
点による指定避難所の検証
し、改善に努める。
最低限の環境整備と段ボール
ベッド等の配備を促進

継続実施 資機材の配備を見直す。 継続実施
資機材の配置等検討してい
く。

継続実施

・指定避難所、福祉避難所等
への資機材配備等による避難
環境整備
・連携備蓄の取組において資
機材を充実

継続実施

家庭における防災備蓄の充実と避難所
への持参、持ち寄りの啓発

ホームページ等を通じた情報
提供の実施。

継続実施 家庭非常用備蓄資材の備え 継続実施

広報、出前講座などにより、
住民が自らの命は自らが守る
という意識を醸成し、自ら主
体性をもって避難行動をとる
という自助の取組みを促進

継続実施
防災講演、防災マニュアル等
で周知啓発。

継続実施
広報等により周知啓発を行
う。

継続実施
・機会を捉えて普及啓発の実
施

継続実施

住民による避難所自主開設の体制整備
自主防災組織に対し自主開設
体制整備を提案

継続実施
地域住民と協働による開設運
営

継続実施
自治会(自主防災組織）での防
災講習の実施

継続実施
訓練等で体制整備を周知す
る。

継続実施
体制について検討し、防災訓
練等に合わせて研修を行う。

継続実施

・避難所の自主運営に関する
理解浸透を図るための地域へ
のアドバイザー派遣
・地域の防災の担い手を避難
所運営リーダーとして養成す
る市町村職員向けの研修会等
を実施

継続実施

　（２）住民の水害に対する心構えと知識を備える方策

■防災学習・教育、意識啓発

鳥取型防災学習の充実・拡大・防災教
育の促進

土曜学習等を活用した防災学
習の実施

継続実施
小中学校等と連携した防災教
育の推進

継続実施

小中学校と連携した防災教育
の推進
※防災特別対策官又は県職員
による防災研修等

継続実施
小中学校等と連携した防災教
育の推進

継続実施
小中学校等と連携した防災教
育の推進

継続実施
小中学校等と連携した防災教
育の推進

継続実施
鳥取県教育委員会と連携した
防災教育の推進。

継続実施
関係機関と連携した天神川水
系の特徴を踏まえた水害（防
災）教育の実施

継続実施

住民の意識啓発、地域の防災学習等の
継続的取組

　・水害・土砂災害等に関する
    シンポジウム

県と連携したシンポジウム等
の参加および周知

継続実施
県と連携したシンポジウム等
への参加及び周知

継続実施
県と連携したシンポジウム等
への参加及び周知

継続実施
県と連携したシンポジウム等
への参加及び周知

継続実施
県と連携したシンポジウム等
への参加及び周知

継続実施
水害・土砂災害等に関するシ
ンポジウムの開催

継続実施
シンポジウムへの参加及び周
知。また、必要に応じて研修
講師の派遣

継続実施

　・地域の防災学習会、出前講座等
市職員や防災普及指導員によ
る出前防災学習会の継続実
施。

継続実施
要望に応じて防災学習会等を
開催し、講師として防災専門
家を派遣する。

継続実施
各自治会、自主防災組織等の
防災訓練、研修の実施

継続実施
自治会から依頼があった際
に、研修・出前講座を実施

継続実施
自治会からの要請に応じ、防
災研修会へ講師として町職員
を派遣する

継続実施
地域の防災学習会、出前講座
等への講師派遣

継続実施 必要に応じて研修講師の派遣 継続実施

（天神川浸水想定区域内）
自主防災組織（自治会等）を
対象とした防災知識の普及及
び防災マップの作成支援

継続実施

国土交通省中国地方整備局鳥取県 気象庁鳥取地方気象台
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町湯梨浜町三朝町 琴浦町

別紙－２
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

国土交通省中国地方整備局鳥取県 気象庁鳥取地方気象台
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町湯梨浜町三朝町 琴浦町

別紙－２

■行政等の防災力向上

河川管理者及び市町村長、防災担当者
への研修

毎年、各種防災学習会に参
加。防災担当職員・消防団員
の防災士資格取得推進。

継続実施 防災研修会等に参加 継続実施
県等の防災研修会への参加、
防災士資格取得推進

継続実施 防災研修会等に参加 継続実施 研修会への参加 継続実施
河川管理者及び市町村長、防
災担当者への研修

継続実施 必要に応じて研修講師の派遣 継続実施
（天神川浸水想定区域内）
河川防災に関わる市町の防災
担当者向けの説明会の開催

継続実施

市町村と要配慮者施設との情報伝達・
共有化の体制づくり

各福祉施設、保育園、小・中
学校等の要配慮者施設に防災
行政無線戸別受信機を無償配
布済。情報連絡体制の強化

継続実施
防災行政無線受信機配布済
み。
情報連絡体制の強化

継続実施

各福祉施設、保育園、小・中
学校等の要配慮者施設に防災
行政無線戸別受信機を配布
済。

継続実施
関係機関との連絡会の開催
情報連絡体制の強化

継続実施
避難確保計画の作成支援を通
じて、情報連携体制を構築す
る。

継続実施

２．鳥取方式による地域と一体となった効率的な水防・河川管理の実施と治水対策

　（１）河川・堤防機能の脆弱性評価を活用したハード対策の推進

■洪水を未然に防ぐためのハード対策の推進

堤防の浸透対策、パイピング対策を実
施

河川堤防評価の結果を踏ま
え、詳細調査及び実施箇所の
検討及び実施

順次実施

重点的な流下能力対策の推進
由良川・北条川、東郷池ほか
にかかる河川改修の推進

継続実施

計画的な予防保全型維持管理の推進
河川維持管理計画、長寿命化
計画による維持管理の実施

継続実施

■危機管理型ハード対策の推進

県管理河川において、堤防天端の保護
を目的とした舗装を実施

堤防舗装箇所の検討及び実施 継続実施

　（２）河川・堤防機能の脆弱性評価を活用した水防体制の強化・効率化

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置

河川監視カメラ・水位計・量
水標等の設置箇所の検討及び
実施

継続実施

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

ＩＣＴの活用や住民等との協働による
河川巡視･点検の効率化

　・ＩＣＴの導入による危険箇所の
    定点観測と経年データの蓄積

ＩＣＴの導入による危険箇所
の定点観測と経年データの蓄
積

継続実施

　・点検を担う人材育成（一般住民
    、防災ボランティア等）

点検を担う人材育成（一般住
民、防災ボランティア等）

継続実施

水防団・住民等との協働による水防体
制づくり

　・出水時における水防団・市町村
    との連携･役割分担

水防団と市との協働での水防
訓練等の実施。
毎年、倉吉河川国道事務所と
の重点監視区間の確認及び意
見交換の実施。

継続実施

重点監視区間の設定及び役割
分担の検討
水防団による水防施設点検の
実施

継続実施

東郷湖、天神川等重要監視区
域の巡視について、担当水防
団による確認。
天神川重要水防箇所を倉吉河
川国道事務所と担当水防団等
と情報共有及び現地点検の実
施

継続実施
重点監視区間の設定及び役割
分担の検討

継続実施

重点監視区間の設定及び役割
分担の検討
町総合防災訓練を通じて連携
確認、役割確認を行う

継続実施
出水時における水防団と市町
村との連携･役割分担の確認及
び検討

継続実施

　・地域住民からの情報提供等の双
    方向での連絡体制の構築

市役所を除き、防災行政無線
屋外拡声局(150局)には、移動
無線局（79カ所）が設置され
ており、それを活用し双方向
での情報交換を実施する。
各地区に情報連絡員を設置す
ることの検討。

継続実施
水防団、自主防災組織及び自
治体の連絡体制を強化

継続実施

防災行政無線による情報提
供。屋外防災行政無線子局
（42箇所）と役場と双方向で
の連絡体制の構築。自主防災
組織等との連絡体制の確認・
構築

継続実施 連絡体制の確認・構築 継続実施 連絡体制の確認・構築 継続実施
地域住民からの情報提供等の
連絡システムの開発検討

継続実施

水防体制の強化

　・重要水防箇所の見直しと水防団
    等との共同点検及び水防資器材
    の確認

重要水防箇所の見直しの際に
は、水防団等との共同点検及
び意見交換の実施。出水期前
の水防資機材の確認の実施。

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施
重要水防箇所の見直しと水防
団等との共同点検及び水防資
機材の確認

継続実施

　・水防に関する広報の充実
   （水防団確保に係る取組）

水防団（消防団）確保のため
のPR動画を作成し、ホーム
ページ掲載やユーチューブに
投稿。ホームページや市報を
活用した団員募集の実施。各
分団を通じた新人の発掘。

継続実施 水防団員確保のための検討 継続実施

水防団員確保のための広報等
の検討及び実施

継続実施
水防団員確保のための広報等
の検討及び実施

継続実施
水防団員確保のための広報等
の検討及び実施

継続実施

地域防災力の維持・向上の観
点から、消防団の加入促進及
び活動支援

継続実施

　・水防団間での連携･協力に関する
    検討

各水防団（消防団）の広域の
協力の為の出動体制・順番等
決定済。分団長会議等を通じ
た協力体制の確認の実施。
広域的な連携･協力の検討

継続実施
水防団間での広域的な連携･協
力の検討

継続実施

水防団間での広域的な連携・
協力の検討

継続実施
水防団間での広域的な連携・
協力の検討

継続実施
水防団間での広域的な連携・
協力の検討

継続実施
水防団間での広域的な連携･協
力に関する検討

継続実施

　・総合防災訓練・水防講習会
毎年、消防団による水防訓練
を開催するとともに、倉吉市
総合防災訓練を実施。

継続実施

国･県と連携した総合水防演習
への参加
各地区（全５地区）が持ち回
りで年１回水防訓練を実施

継続実施
国･県と連携した総合水防演習
への参加
町総合防災訓練を実施する

継続実施
国交省・県と連携した天神川
総合水防演習を実施。
水防団の育成に努める。

継続実施

国･県と連携した総合水防演習
への参加
想定最大規模の浸水域を加味
した避難方法訓練を実施する

継続実施
総合防災訓練・水防講習会の
開催

継続実施
関係機関と連携した訓練の実
施

継続実施
水防技術講習会、関係機関が
連携した実践的な総合水防演
習への参加

継続実施

　・河川防災ステーションの活用

天神川河川防災ステーション
を活用した国交省・鳥取県・
水防団が連携した水防訓練等
各種訓練の実施。国交省が備
蓄している資材（真砂土等）
を市が水害時に使用する等連
携の強化。

継続実施
河川防災ステーションの活用
の検討

継続実施
河川防災ステーションの活用
検討

継続実施
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

国土交通省中国地方整備局鳥取県 気象庁鳥取地方気象台
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町湯梨浜町三朝町 琴浦町

別紙－２

　（３）平成29年九州北部豪雨や台風豪雨を踏まえた警戒避難体制の整備・対策

■既存施設の運用・警戒避難体制の整備・対策等に関する取組

浸水常襲地区等における排水施設･資
機材及び樋門等の確実な運用と警戒避
難体制の整備、排水対策の推進

国交省が備蓄している資材
（真砂土等）を水害時に市が
使用する等連携推進。
国交省の水害対策車両を活用
する等連携の強化。
排水施設の運用方法の確認
国・県から管理委託されてい
る樋門や市が直接管理する樋
門の雨等の状況に合わせた早
期の操作・適正操作の実施
農業樋門の適正管理の徹底
警戒避難体制の整備

継続実施
樋門等の適正な運用の確認と
警戒避難体制の整備

継続実施
橋津川樋門については、適正
な運用の確認
警戒避難体制の整備

継続実施
樋門等の適正な運用の確認と
警戒避難体制の整備

継続実施

樋門等の自動化の検討と警戒
避難体制の整備
必要に応じて自動化の実施

順次実施
排水施設･資機材及び樋門等の
確実な運用と警戒避難体制の
整備

順次実施
排水施設の運用方法の確認と
改善検討
警戒避難体制の整備

継続実施

ダムの柔軟な運用について、操作規則
等の総点検の実施

ダムの柔軟な運用、操作規則
等の総点検の実施

継続実施
中津ダムの事前放流の実施
（河川管理者）

継続実施

ダム放流情報の伝達方法や連絡体制の
検討及び訓練の実施

ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施
ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施
ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施
ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施
ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施
ダム放流情報の伝達方法や連
絡体制の検討及び訓練の実施

継続実施

■流域一帯となった総合的な流木対策の推進

流木による閉塞トラブルスポットの抽
出と代表流域における総合的な流木対
策の推進

流木による閉塞トラブルス
ポットの抽出と代表流域にお
ける総合的な流木対策の推進

継続実施

■市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管
理者への情報伝達の充実

水害関係課や病院・社会福祉
施設等への防災行政無線戸別
受信機の無料配布実施済。

継続実施 情報伝達体制・方法の検討 継続実施 情報伝達体制・方法の検討 継続実施

市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確
保のための対策（耐水化、非常用発電
等の整備）

倉吉市庁舎は浸水想定区域外
想定最大浸水区域を想定した
防災拠点の再検討

継続実施
想定最大浸水区域を想定した
防災拠点の再検討

継続実施
役場本庁舎の２Fに防災対策本
部設置

継続実施
想定最大浸水区域を想定した
防災拠点の再検討

継続実施

  ■ダム放流の安全・避難対策

利水調整関係者協議と事前放流の積極
的実施に関する利水調整（再掲）

ダムの柔軟な運用、操作規則
等の総点検の実施

継続実施
中津ダムの事前放流の実施
（河川管理者）

継続実施

流入量予測の精度向上 流入量予測の精度向上 継続実施

水位計、ライブカメラの設置、警報車
からのアナウンス改善等新たな情報発
信方法の検討

設置要望 継続実施
東郷ダムの避難準備情報、避
難勧告、避難指示発令時、防
災無線による情報発信

継続実施 検討する。 継続実施 検討を行う。 継続実施

水位計、ライブカメラの設
置、警報車からのアナウンス
改善等新たな情報発信方法の
検討

継続実施

ダム放流時の安全な避難体制について
関係者で協議を進める

継続実施 継続 出水期前の協議 継続実施 関係者で協議を進める。 継続実施 関係機関との協議を進める。 継続実施
ダム放流時の安全な避難体制
について関係者で協議を進め
る

継続実施

堆砂対策の推進

ダム機能、ダムの放流によるリスクの
住民周知

検討 継続実施
出水期前の住民周知
町報、防災無線等による広報

随時 広報等で住民周知する。 継続実施 広報、研修等で周知を行う。 継続実施
ダム機能、ダムの放流による
リスクの住民周知

継続実施

防災リーダー育成、避難タイムライン
作成、避難訓練の実施（再掲）

３．住民の避難を促す鳥取県の実情を踏まえた水害リスク情報等の提供

　（１）水害リスク情報等の共有

■水位周知河川等の水害リスク情報等の共有

水位周知河川等の指定促進
水位周知河川等の指定促進の
検討

継続実施
水位周知河川等の指定促進の
検討

継続実施
水位周知河川等の指定促進の
検討

継続実施
水位周知河川等の指定促進の
検討

継続実施
水位周知河川等の指定促進の
検討

継続実施
水位周知河川等の指定促進の
検討及び実施

継続実施

浸水実績等の周知
ホームページ等を通じた情報
提供の実施。

継続実施 浸水実績等の住民への周知 継続実施 浸水実績等の周知 継続実施 浸水実績等の住民への周知 継続実施 浸水実績等の住民への周知 継続実施
浸水実績等の収集整理及び情
報提供

継続実施
過去の洪水被害の情報提供を
実施

継続実施

■水位周知河川等に指定されていない河川の水害リスク情報等の共有

想定最大規模の洪水浸水想定区域等の
提供

水位周知河川等以外の河川に
ついて、想定最大規模の洪水
浸水想定区域等の提供

令和4年度
から

令和7年度

浸水実績等の周知（再掲）
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

国土交通省中国地方整備局鳥取県 気象庁鳥取地方気象台
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町湯梨浜町三朝町 琴浦町

別紙－２

■県内河川の現状を踏まえた避難判断等基準の検討

県の実情を踏まえた早めの避難判断基
準（水位）の運用

由良川の基準水位の運用およ
び検証（円城寺川への適用を
県と協議）

継続実施
早めの避難判断基準（水位）
の運用及び検証

継続実施
県の運用基準に準拠して運用
する。

継続実施
当面の間、県の運用基準に準
拠して運用する

継続実施
見直し水位の実運用及び課題
検証

継続実施

水位周知河川等に指定されていない河
川の避難指示等の目安（雨量情報、降
雨指標等）の検討

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施

水位周知河川等に指定されて
いない河川の避難指示等の目
安（雨量情報、降雨指標等）
の検討

継続実施
避難指示の発令に着目した予
測に基づいた危険度分布等、
防災気象情報の提供。

継続実施

　（２）円滑かつ迅速な避難の実現

■住民等の主体的な避難の促進

避難行動に直結するハザードマップの
改良

　・住民にわかりやすいハザード
    マップの作成・改良

必要に応じたハザードマップ
の改良

継続実施
住民の防災意識向上やハザー
ド情報の理解促進のため、必
要に応じて改良を行う。

継続実施
必要に応じたハザードマップ
の改良

継続実施
必要に応じたハザードマップ
の改良

継続実施
必要に応じたハザードマップ
の改良

継続実施
浸水想定区域図の提供等によ
るハザードマップの作成支援

継続実施

　・広域避難等の判断基準や避難場所
    等の確保についての検討

国交省から関係施設の浸水深
データは所得済。今後、その
データを活用し、想定最大に
対応できる避難所等を選定。
体育館のみならず校舎等の活
用も検討。

継続実施 広域避難等の検討 継続実施
想定最大規模の避難所等の検
討

継続実施
広域避難が可能かどうか、可
能でない場合はその代替方法
を検討する。

継続実施
広域避難等の判断基準や避難
場所等の確保についての検討

継続実施
広域的な避難の判断基準の検
討及び必要に応じ関係行政機
関との協議・調整

継続実施

　・電子版の公表や想定浸水深等の
    まちなかでの表示の検討

ハザードマップのホームペー
ジへの公表。まるごとまちご
とハザードマップの推進。

継続実施
ホームページによるハザード
マップの公表

継続実施
ホームページによるハザード
マップの公表

継続実施
ホームページによるハザード
マップの公表

継続実施
電子版の公表や想定浸水深等
のまちなかでの表示の検討

継続実施
まるごとまちごとハザード
マップの作成支援の実施。

継続実施

　・スマートフォン等の位置情報を
    活用した情報の入手システムの
    検討

スマートフォン等の位置情報
を活用した情報の入手システ
ムの検討

継続実施

わかりやすく切迫性のある河川情報画
面の改良等

　・ホームページやデータ放送等の
    わかりやすい画面への改良や説明
    の表示

ホームページやデータ放送等
の住民にわかりやすい画面へ
の改良や説明の表示

継続実施

気象庁ホームページのキキク
ル(危険度分布)において視覚
的にわかりやすく色分けをし
危険な地域を表示している。

継続実施

　・ホームページやデータ放送等の
    アクセス方法の周知促進

市報等での広報を検討 継続実施 アクセス方法の周知促進 継続実施 町報の活用を検討する 継続実施 町HPリンク作成等 継続実施
ハザードマップ配布時の付録
情報として情報入手方法の周
知を図る

継続実施
ホームページやデータ放送等
のアクセス方法の周知促進

継続実施
広報用チラシの作成に必要な
情報の提供と周知

継続実施
「川の防災情報」や地上デジ
タル放送のデータ放送の活用
促進のための周知

継続実施

防災行動計画（タイムライン）等の作
成・配布による避難行動及びタイミン
グの明確化

　・県管理水位周知河川等の防災行動
    計画（タイムライン）の市町村と
    の整理･共有、住民への周知、
    訓練の実施

県管理水位周知河川のタイム
ラインの運用及び検証
タイムラインを活用した訓練
の実施
市役所内タイムラインの運用
及び検証

継続実施

県管理水位周知河川のタイム
ラインの運用及び検証
タイムラインを活用した訓練
の実施

継続実施

県管理水位周知河川のタイム
ラインの運用及び検証
タイムラインを活用した訓練
の実施

継続実施

県管理水位周知河川のタイム
ラインの運用及び検証
タイムラインを活用した訓練
の実施

継続実施

県管理水位周知河川のタイム
ラインの運用及び検証
タイムラインを活用した訓練
の実施

継続実施
関係機関と連携したタイムラ
インの実施

継続実施
多機関連携タイムラインと連
動したタイムラインの検討

継続実施

　・各家庭毎の「家庭用災害・避難
    カードの作成」の取組推進

家庭用災害･避難カードの作成
の検討

継続実施
災害情報マップ（冊子）に
カードを印刷

継続実施
家庭用災害･避難カードの作成
の検討

継続実施
ハザードマップ配布時の付録
情報に加え、推進する。

継続実施
各家庭毎の「家庭用災害・避
難カードの作成」の取組推進

継続実施

円滑な避難を促すわかりやすい避難情
報の伝達文の検討

わかりやすい伝達文の検討 継続実施 わかりやすい伝達文の検討 継続実施

防災行政無線による住民周知
など、災害リスクの内容とる
べき行動を分かりやすく説明
する内容の文面を検討、実施

継続実施 わかりやすい伝達文の検討 継続実施 わかりやすい伝達文の検討 継続実施
円滑な避難を促すわかりやす
い避難情報の伝達文の検討

継続実施

多様な手段での河川情報の提供による
確実な情報伝達

　・河川情報画面の提供先拡大
   （データ放送、ＣＡＴＶ）

河川情報画面の提供先拡大
（データ放送、ＣＡＴＶ）

継続実施

　・プッシュ型の洪水情報の発信
プッシュ型の洪水情報の発信
の検討及び実施

継続実施

携帯電話事業者が提供する
「緊急速報メール」のサービ
スを活用して周知。氾濫危険
情報及び氾濫発生情報を契機
として発表を行う。

継続実施

　・防災サインの普及促進 防災サインの普及促進 継続実施 防災サインの普及促進 継続実施 防災サインの普及促進 継続実施 防災サインの普及促進 継続実施 防災サインの普及促進 継続実施 防災サインの普及促進 継続実施
まるごとまちごとハザード
マップの作成支援の実施。

継続実施

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置（再掲）

■要配慮者利用施設における確実な避難

施設管理者への説明会実施
県と連携した説明会の実施及
び参加

継続実施
県と連携した説明会の実施及
び参加

継続実施
県と連携した説明会の実施及
び参加

継続実施
県と連携した説明会の実施及
び参加

継続実施 施設管理者への説明会実施 継続実施 必要に応じて研修講師の派遣 継続実施
要配慮者利用施設管理者説明
会への参加

継続実施

避難確保計画の作成や避難訓練実施の
支援

福祉部局と連携して支援する 継続実施
指定担当課（福祉課）と連携
して実施

継続実施 福祉部局と連携して支援する 継続実施
該当施設への要請及び支援を
行う

継続実施
避難確保計画の作成や避難訓
練実施の支援

継続実施
（天神川浸水想定区域内）
要配慮者利用施設の避難確保
計画の作成の支援

継続実施
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

国土交通省中国地方整備局鳥取県 気象庁鳥取地方気象台
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町湯梨浜町三朝町 琴浦町

別紙－２

■市町村長による避難指示等の適切な発令のための環境整備

避難勧告等の目安となる河川水位情報
の自動配信

避難勧告等の目安となる河川
水位情報の自動配信

継続実施
市町村向け「川の防災情報」
の提供

継続実施

河川管理者と市町村長とのホットライ
ンの定着

河川管理者と市町村長との
ホットラインの活用

継続実施
河川管理者と市町村長との
ホットラインの活用

継続実施
河川管理者と市町村長との
ホットラインの活用

継続実施
河川管理者と市町村長との
ホットラインの活用

継続実施

河川管理者と市町村長との
ホットラインの活用
毎年度始めに導通訓練を行
う。

継続実施
河川管理者と市町村長との
ホットラインの定着

継続実施
河川管理者と市町村長との
ホットラインの実施

継続実施

過去の洪水時の雨量と水位の関係整理
過去の洪水時の雨量と水位の
関係整理

継続実施

過去の洪水時の大雨パターン
を検証。また水位周知河川の
水位と洪水警報の危険度分布
との対応を検証。

継続実施

わかりやすく切迫性のある河川情報画
面の改良等（再掲）

多様な手段での河川情報の提供による
確実な情報伝達（再掲）

防災行動計画（タイムライン）等の作
成・配布による避難行動及びタイミン
グの明確化（再掲）

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置（再掲）
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

リードタイムを確保した避難情報、防
災気象情報の発令、発表の仕組みの周
知（再掲）

自分の命は自分で守る自助の取組を支
え愛マップづくり等共助の取組等で促
進（再掲）

防災教育の推進（地域と学校等の連携
を含む）（再掲）

防災リーダー（防災士等）、自主防災
組織の育成（再掲）

技術的助言の体制確保、水位計や監視
カメラ整備、簡易浸水想定の作成等に
よる的確な避難情報発出の推進（再
掲）

■自助・共助・公助が一体となった避難体制の構築

行政と地域の情報共有及び連絡体制の
構築（再掲）

自主防災組織への支援と消防団活動へ
の理解促進と両者の連携

自主防災組織と消防団との連
携を検討

継続実施 実施予定 継続実施
各自治会、自主防災組織等の
防災訓練、研修への消防団員
の派遣

継続実施 連携訓練の実施。 継続実施
両者の連携の推進、連携訓練
の実施。

継続実施

・子育て世帯向けの防災体験
プログラムの開催
・学生に自主防や消防団活動
を体験してもらう事業の実施
・地域防災に関わる多様な主
体がネットワーク化を図るた
めの交流の場を提供
・市町村の自主防や消防団の
強化等に係る取組について財
政支援

継続実施

地域や小中高等学校での防災教育、避
難訓練の充実（再掲）

支え愛マップづくり、自治会や家族単
位等の避難タイムライン作成（再掲）

地域の防災リーダーの育成（再掲）

企業、福祉施設など各組織内の防災
リーダーの育成

防災リーダーの育成を検討 継続実施 必要な情報提供 継続実施
社会福祉協議会等と連携した
取り組みの検討

継続実施
防災士養成研修の受講を推
奨。

継続実施
企業、施設向けの啓発、研修
等の実施。

継続実施
・企業等への出前講座による
防災普及啓発

継続実施

防災気象情報を利用者が理解
して活用できるために、関係
機関と連携して養成講座等に
講師を派遣

継続実施

 ■要配慮者避難支援体制の構築

支え愛マップづくり、避難行動要支援
者個別支援計画の作成の推進

本市福祉課と連携し実施 継続実施 社会福祉協議会と連携 継続実施

社会福祉協議会と連携を図り
支え愛マップづくりを推進す
るとともに、個別支援計画の
適正管理に努める。

継続実施 作成を推進。 継続実施 研修に併せて、作成を推進。 継続実施
関係機関と連携して取組を進
める

継続実施

要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成や避難訓練の実施、避難タイムライ
ン作成（再掲）

多様な人全てに届く複数の手段、情報
による情報発信（再掲）

福祉避難所等の開設運営体制の確保
医療法人及び社会福祉法人と
福祉避難所への人材派遣協定
締結

継続実施 避難支援プランの見直し 継続実施
休日、夜間等に対応できるよ
う協定施設と連絡体制を整え
るよう努める。

継続実施 訓練により体制を確認 継続実施 現行の体制を検証していく。 継続実施

・福祉避難所運営指針の検証
や運用訓練（DWAT訓練と連
携）の実施
・市町村の福祉避難所の事前
配置資機材整備について財政
支援

継続実施

   ■避難情報や防災気象情報等に関する住民理解の促進

具体的でわかりやすい情報の発信（再
掲）

水防団など防災リーダーへの研修（再
掲）

ハザードマップや防災情報等の入手や
活用方法を含めた住民周知、理解の向
上（再掲）

防災リーダー（防災士等）の育成（再
掲）

■避難に関する住民の意識醸成

気象庁鳥取地方気象台 国土交通省中国地方整備局湯梨浜町三朝町 琴浦町 鳥取県
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町

４．「平成30年7月豪雨を教訓とした安全・避難対
策のあり方研究会」の結果を受けた取組

別紙－２
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組

実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期 実施内容 目標時期

気象庁鳥取地方気象台 国土交通省中国地方整備局湯梨浜町三朝町 琴浦町 鳥取県
項目 事項 項　目

倉吉市 北栄町

別紙－２

  ■切迫感ある避難情報、早期・確実な伝達

切迫感がより一層伝わる対策（再掲）

避難情報の早期発出（再掲）

プッシュ型の情報発信（再掲）

多様な人全てに届く情報発信 情報発信を検討 継続実施 障がい者、外国人への周知 随時
防災行政無線による文字放送
及びあんしんトリピーメール
の活用

継続実施
あんしんトリピーメール等を
活用する。

継続実施
情報伝達のシステム等運用、
検討していく。

継続実施 あんしんトリピーなびの周知 継続実施
避難行動につながるシンプル
な情報提供の検討の推進

継続実施

■安全で安心して過ごせる避難所の開設

必要な資機材の整備及び迅速な配備態
勢の構築

資機材整備及び配備態勢の検
討

継続実施
拡充、補充等資機材の在庫確
保及び整理

継続
ユニバーサルデザインでの視
点による指定避難所の検証
し、改善に努める。

継続実施 資機材の配備を見直す。 継続実施
資機材の配置等検討してい
く。

継続実施

・指定避難所、福祉避難所等
への資機材配備等による避難
環境整備
・連携備蓄の取組において資
機材を充実

継続実施

行政と地域で安全な避難所情報を共有
（再掲）

緊急避難場所（高層階等）の指定（再
掲）

家庭における防災備蓄の充実と避難所
への持参、持ち寄りの啓発

ホームページ等を通じた情報
提供の実施。

継続実施 家庭非常用備蓄資材の備え 継続実施
自治会(自主防災組織）での防
災講習の実施

継続実施
防災講演、防災マニュアル等
で周知啓発している。

継続実施
広報等により周知啓発を行
う。

継続実施
・機会を捉えて普及啓発の実
施

継続実施

住民による避難所自主開設の体制整備
自主防災組織に対し自主開設
体制整備を提案

継続実施
地域住民と協働による開設運
営

継続実施
自治会(自主防災組織）での防
災講習の実施

継続実施
訓練等で体制整備を周知す
る。

継続実施
体制について検討し、防災訓
練等に合わせて研修を行う。

継続実施

・避難所の自主運営に関する
理解浸透を図るための地域へ
のアドバイザー派遣
・地域の防災の担い手を避難
所運営リーダーとして養成す
る市町村職員向けの研修会等
を実施

継続実施

  ■ダム放流の安全・避難対策

利水調整関係者協議と事前放流の積極
的実施に関する利水調整（再掲）

流入量予測の精度向上 流入量予測の精度向上 継続実施

水位計、ライブカメラの設置、警報車
からのアナウンス改善等新たな情報発
信方法の検討

設置要望 継続実施
東郷ダムの避難準備情報、避
難勧告、避難指示発令時、防
災無線による情報発信

継続実施 検討する。 継続実施 検討を行う。 継続実施

水位計、ライブカメラの設
置、警報車からのアナウンス
改善等新たな情報発信方法の
検討

継続実施

ダム放流時の安全な避難体制について
関係者で協議を進める

継続実施 継続 出水期前の協議 継続実施 関係者で協議を進める。 継続実施 関係機関との協議を進める。 継続実施
ダム放流時の安全な避難体制
について関係者で協議を進め
る

継続実施

堆砂対策の推進

ダム機能、ダムの放流によるリスクの
住民周知

検討 継続実施 出水期前の住民周知 随時 広報等で住民周知する。 継続実施 広報、研修等で周知を行う。 継続実施
ダム機能、ダムの放流による
リスクの住民周知

継続実施

防災リーダー育成、避難タイムライン
作成、避難訓練の実施（再掲）
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１．鳥取県の強み「支え愛」による地域防災力の強化

　（１）地域の防災体制づくり

■地域の支え愛防災マップづくりを通した地域防災力向上の取組

倉吉市 ○ 防災普及指導員２名を活用した取り組みを実施 継続実施

三朝町 ○ 集落・老人クラブ等の要請により防災出前講座を実施 引き続き要請に応じて実施

湯梨浜町 ○ 要請に応じて防災特別対策官を派遣して実施 引き続き実施

琴浦町 ○ 要望があった地域に対して研修会を実施 要望があった地域に対して研修会を実施

北栄町 ○ 自治会からの要請に応じ、防災研修会へ講師を派遣する 引き続き要請に応じて実施

鳥取県 ○ 要請に応じて随時実施 引き続きコロナ感染対策に留意して実施 （危機管理局）

気象台 ○ 要請に応じて随時実施 要請に応じて随時実施

国交省 ○
小学校保護者,自治会,訪問介護施設等への防災学習、出前講
座等の実施

継続実施を行う

倉吉市 ○ 市社協等と連携し、支え愛マップの作成支援を実施 継続実施

三朝町 ○ 集落単位での説明会・ワークショップを開催 マップ作成完了に向けて支援を継続

湯梨浜町 ○ 支え愛マップ作成を呼びかけたが、新規作成地区は無し 引き続き社会福祉協議会の協力により作成支援を実施

琴浦町 ○ 集落訪問時にマップづくりの取り組みを推進し、作成を支援 集落訪問時にマップづくりの取り組みを推進し、作成を支援

北栄町 ○ マップづくり作成支援を継続実施する。 引き続き取組支援を実施

鳥取県 ○ 支え愛マップの作成支援を実施（３１地域） 引き続き作成支援を実施 （危機管理局）

国交省 － 継続実施を行う ※令和４年度は未実施

倉吉市 ○ 地域主体で行う防災訓練の支援を実施 継続実施

三朝町 ○ 集落での防災訓練実施を支援 訓練時における防災講座等を継続

湯梨浜町 ○ 防災マップを活用した防災講習、防災訓練を実施 引き続き防災マップを活用した防災講習、防災訓練を実施

琴浦町 × 訓練未実施 災害を想定した避難訓練等を実施予定

北栄町 ○ 要請に応じ、マップ等を活用した防災訓練の支援を実施 引き続き取組支援を実施

鳥取県 ○ 支え愛マップ等を活用した防災訓練の支援を実施 引き続き取組支援を実施 （危機管理局）

■住民主体の防災体制づくりの推進

倉吉市 ○ 防災士資格取得経費の全額助成。防災リーダー研修会の実施 継続実施

三朝町 ○ 水防団を中核とした防災体制の構築を支援 引き続き集落での防災活動を支援

湯梨浜町 ○
防災士の養成を全区長に案内し、新規に２名の登録　合計３
８名

引き続き、年次的に防災士の養成を目指す

琴浦町 ○ 防災士養成、地域での研修会を開催 防災士養成、地域での研修会を開催

北栄町 ○
自主防災組織のリーダー候補の防災士資格取得への費用助成
を行う

引き続き取組支援を実施

鳥取県 ○ 防災士養成研修、地域防災リーダースキルアップ研修を実施 研修の継続 （危機管理局）

気象台 ○ 要請に応じて随時実施 要請に応じて随時実施

倉吉市 ○ 防災安全課職員、防災普及指導員を講師として派遣 継続実施

三朝町 ○ 水防団幹部等を講師として派遣しAED講習を実施 水防団と連携し、積極的な講習会の実施を図る

湯梨浜町 ○ １２地区の自主防災組織へ防災特別対策官を派遣 引き続き防災特別対策官を派遣

琴浦町 ○ 要請に応じて研修会を実施 要請に応じて研修会を実施

北栄町 ○ 自治会からの要請に応じ、防災研修会へ講師を派遣する 引き続き取組支援を実施

鳥取県 ○ 自主防災組織等の研修、講師の派遣を実施 研修実施、アドバイザー派遣等の継続 （危機管理局）

気象台 ○ 要請に応じて随時実施 要請に応じて随時実施

国交省 ○ 自治会の防災講習会への講師の派遣を実施 継続実施を行う

倉吉市 ○ 自主防災組織とと消防団の連携を支援 継続実施

三朝町 ○ 地区単位での座談会を実施 連携促進への取り組みを継続

湯梨浜町 ○ 自主防災組織資機材整備、消防施設整備の補助を実施
引き続き自主防災組織資機材整備、消防施設整備の補助を実
施

琴浦町 ○ 資機材整備等に対して支援を実施 資機材整備等に対して支援を実施

北栄町 ○ 両者の連携の推進、連携訓練の実施。 引き続き取組支援を実施

鳥取県 ○ 防災・危機管理対策交付金等により市町村の財政支援を実施 支援の継続 （危機管理局）

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

防災学習、出前講座等の実施

現場点検やワークショップを交えた
支え愛防災マップの作成支援

マップ等を活用した防災訓練の実施

防災リーダーの育成

自主防災組織等の研修、講師の派遣

自主防災組織への支援と消防団活動
への理解促進と両者の連携

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－
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R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

■安全で安心して過ごせる避難所の開設

倉吉市 ○ 避難所開設時に使用する物品、救急医薬品等の更新を実施 継続実施

三朝町 ○ 拡充、補充等資機材の在庫確保及び整理を実施 引き続き適正な在庫管理に努める

湯梨浜町 ○ 避難所の資器材として折り畳みベットを配備 折り畳みベットを追加配備

琴浦町 ○ 資機材の整備を進めるほか、開設訓練を実施 資機材の整備を進めるほか、開設訓練を実施

北栄町 ○ 必要な資機材の整備を実施 引き続き実施

鳥取県 ○
県と市町村で役割分担して低コストで効率的な連携備蓄を
行っている。

引き続き連携備蓄に取り組む。 （危機管理局）

倉吉市 ○ 防災行政無線での周知、地域の研修会での啓発を実施 継続実施

三朝町 ○ 老人クラブ等での防災備蓄品の紹介を実施 引き続き広報周知に努める

湯梨浜町 ○ 出前講座の開催時に呼びかけて啓発 広報、出前講座により啓発

琴浦町 ○ 研修会等を通じて啓発を実施 広報誌、研修会等を通じて啓発を実施

北栄町 ○ 広報誌、研修等での啓発を実施 引き続き実施

鳥取県 ○
HP及び県政だより記事掲載等により県民への普及啓発を実
施。

引き続きHP等による県民への普及啓発に努める。 （危機管理局）

倉吉市 ○ 自主防災組織の行う備蓄品整備に対し助成を実施 継続実施

三朝町 ○ 集落での自主避難所運営の体制づくりを支援 引き続き支援を実施

湯梨浜町 ○ 自主防災組織運営交付金による体制の整備を支援 引き続き訓練等の実施組織に運営交付金を交付

琴浦町 △ 住民への啓発を実施 研修会等で地域への啓発を実施

北栄町 ○ 防災訓練等に合わせて研修を行う 引き続き実施

鳥取県 ○
避難所運営研修の実施や、避難所運営マニュアルを提示によ
り、市町村の避難所運営体制整備を支援

引き続き市町村の避難所運営体制整備を支援 （危機管理局）

　（２）住民の水害に対する心構えと知識を備える方策

■防災学習・教育、意識啓発

倉吉市 ○ 防災安全課職員、防災普及指導員を講師として派遣 継続実施

三朝町 ○ 小中学校からの要請により防災学習、備蓄品の紹介を実施 引き続き要請に応じて実施

湯梨浜町 ○ 9月9日　泊小学校4年生を対象に防災講習会を実施 小中学校と連携した防災教育の推進

琴浦町 ○ 要請があった小学校で研修を実施 要請があった小学校で研修を実施

北栄町 ○ 小中学校等と連携した防災教育の推進 引き続き実施

鳥取県 ○ 小学校と連携して防災教育を実施（計６回：５校） 引き続き教育現場と連携し防災教育を実施 （中部県土）

気象台 ○ 県教育委員会と連携し、防災教育を25回実施 引き続き教育現場と連携し防災教育を実施

国交省 ○ 小学校保護者への防災学習、出前講座等の実施 継続実施を行う。

住民の意識啓発、地域の防災学習等
の継続的取組

倉吉市 ○ 県と連携したシンポジウム等の参加及び周知 継続実施

三朝町 ○ 県主催のシンポジウム等の開催周知と参加 引き続き参加促進への取り組みを図る

湯梨浜町 ○
11月19日水害による大規模災害を想定したとっとり防災フェ
スタ合同訓練の地元開催に参加

県と連携したシンポジウム等へ参加

琴浦町 × 県が開催するシンポジウム等を周知

北栄町 ○ 県と連携したシンポジウム等への参加及び周知 引き続き実施

鳥取県 ○ 10月26日郷土づくりシンポジウムを開催（後援） 引き続きコロナ感染対策に留意して実施 （河川課）

気象台 － 令和4年は未実施 要請に応じて実施

倉吉市 ○ 防災安全課職員、防災普及指導員を講師として派遣 継続実施

三朝町 ○ 集落・老人クラブ等の要請により防災出前講座を実施 引き続き要請に応じて実施

湯梨浜町 ○ 自治会、福祉施設等、地域の17団体で出前講座を実施 引き続き要請のある団体に出向いて実施

琴浦町 ○ 要請に応じ研修を実施 要請に応じ研修を実施

北栄町 ○ 自治会からの要請に応じ、防災研修会へ講師を派遣する 引き続き実施

鳥取県 ○ 地域の防災学習会や出前講座を実施 引き続きコロナ感染対策に留意して実施 （中部県土）

気象台 ○ 要請に応じて随時実施 要請に応じて随時実施

国交省 ○
小学校保護者,自治会,訪問介護施設等への防災学習、出前講
座等の実施

継続実施を行う

必要な資機材の整備及び迅速な配備
態勢の構築

家庭における防災備蓄の充実と避難
所への持参、持ち寄りの啓発

住民による避難所自主開設の体制整
備

鳥取型防災学習の充実・拡大・防災
教育の促進

　・水害・土砂災害等に関する
    シンポジウム

　・地域の防災学習会、出前講座等
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R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

■行政等の防災力向上

倉吉市 ○ 各種研修に参加。出水期前に研修を実施 継続実施

三朝町 ○ ＷＥＢ形式により研修会等に参加 引き続き国県等の研修会を受講

湯梨浜町 ○ 防災に関するWEB研修会に参加 引き続き、県等で開催される防災研修会へ参加

琴浦町 ○ トップセミナー等で研修を実施 トップセミナー等で研修を実施

北栄町 ○ 研修会への参加 継続実施

鳥取県 ○ 出水期前に研修実施（書面開催） 引き続きコロナ感染対策に留意して実施 （河川課）

気象台 ○ Web会議を使って防災担当者へ年3回実施 必要に応じて実施

国交省 ○ 出水期前に洪水予報連絡会の実施 継続実施を行う

倉吉市 ○ 防災行政無線戸別受信機の無償貸与を実施 継続実施

三朝町 ○ 情報連絡体制の連携強化 引き続き情報連携を図る

湯梨浜町 ○ 11月28日福祉関係の要配慮者施設の職員との情報交換 引き続き要配慮者関係施設と共有の場に参加

琴浦町 × 要配慮施設と協議を実施

北栄町 ○
避難確保計画の作成支援を通じて、情報連携体制を構築す
る。

継続実施

２．鳥取方式による地域と一体となった効率的な水防・河川管理の実施と治水対策

　（１）河川・堤防機能の脆弱性評価を活用したハード対策の推進

■洪水を未然に防ぐためのハード対策の推進

堤防の浸透対策、パイピング対策を
実施

鳥取県 ○ 河川改修の実施 引き続き実施 （中部県土）

重点的な流下能力対策の推進 鳥取県 ○ 河川改修の実施、樹木伐採・河道掘削の実施 引き続き実施 （中部県土）

計画的な予防保全型維持管理の推進 鳥取県 ○
河川維持管理計画、長寿命化計画に基づく適切な維持管理を
実施

引き続き実施 （中部県土）

■危機管理型ハード対策の推進

県管理河川において、堤防天端の保
護を目的とした舗装を実施

鳥取県 ○ 堤防天端舗装を実施（５箇所） 引き続き実施 （中部県土）

　（２）河川・堤防機能の脆弱性評価を活用した水防体制の強化・効率化

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置

鳥取県 ○ 河川監視カメラを1箇所、危機管理型水位計を1箇所設置 引き続き実施 （中部県土）

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

ＩＣＴの活用や住民等との協働によ
る河川巡視･点検の効率化

　・ＩＣＴの導入による危険箇所の
    定点観測と経年データの蓄積

鳥取県 ○ 河川監視カメラ、水位情報のデータ蓄積 継続実施 （河川課）

　・点検を担う人材育成（一般住民
    、防災ボランティア等）

鳥取県 －
（コロナ感染状況から、防災ボランティア（職員ＯＢ）との
堤防点検を自粛）

防災ボランティア（職員ＯＢ）との堤防点検を実施 （中部県土）

水防団・住民等との協働による水防
体制づくり

倉吉市 ○ 国と水防団による重要水防箇所の共同確認を実施 水防訓練の実施。重要水防箇所の共同確認を実施

三朝町 ○ 重点監視区間の現地確認と水防団による状況把握を実施 引き続き国交省倉吉河川国道事務所と連携を図る

湯梨浜町 ○
11月19日東伯郡消防連合演習にて関係機関との連携訓練を実
施

東郷湖、天神川等重要監視区域の巡視

琴浦町 ○ 水防団と体制について確認 関係機関と体制等確認

北栄町 ○
重点監視区間の設定及び役割分担の検討、連携確認、役割確
認を行う

継続実施

鳥取県 － （コロナ感染状況から水防訓練を中止） 水防訓練等を実施 （中部県土）

倉吉市 △ 県が導入を検討しているAIチャットボットの取組みに協力 継続検討

三朝町 ○ 水防団による状況把握と情報共有を実施 引き続き水防団と連携を図り住民への情報提供を図る

湯梨浜町 ○
屋外防災行政無線局子局と役場との双方向での連絡体制の構
築

継続実施

琴浦町 ○ 通報システムを構築し、試験運用開始 通報システムの運用

北栄町 ○ 自治会との連絡体制の確認・構築 継続実施

鳥取県 × R4未実施 継続検討 （河川課）

河川管理者及び市町村長、防災担当
者への研修

市町村と要配慮者施設との情報伝
達・共有化の体制づくり

　・出水時における水防団・市町村
    との連携･役割分担

　・地域住民からの情報提供等の双
    方向での連絡体制の構築
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

水防体制の強化

倉吉市 ○ 国と水防団による重要水防箇所の共同確認を実施 継続実施

三朝町 ○ 地域住民と水防団による共同点検を実施 引き続き取り組みを実施

湯梨浜町 ○ 水防資機材の確認を実施 継続実施

琴浦町 ○ 水防資機材の整備を実施 水防資機材の整備を実施

北栄町 ○
重要水防箇所の見直しと水防団等との共同点検及び水防資機
材の確認

継続実施

○ 水防体制へ反映 継続実施 （河川課）

○ 出水期前に水防資器材の確認・補充を実施 継続実施 （中部県土）

国交省 ○ 重要水防箇所合同点検を実施 継続実施を行う

倉吉市 ○
県作成の消防団（水防団）の魅力発信動画作成に協力。HPに
掲載

県及び市が作成した消防団（水防団）PR動画をHPに掲載

三朝町 ○ 広報誌での周知啓発を実施 引き続き団員確保に努める

湯梨浜町 ○ 各分団を通じた新人の発掘 継続実施

琴浦町 △ 水防団（消防団）の確保についての取り組みを実施

北栄町 ○ 広報等で実施 継続実施

鳥取県 － 必要に応じて市町村の取組を支援 継続実施 （河川課）

倉吉市 ○
各水防団（消防団）の広域の協力の為の出動体制・順番等決
定済。

継続実施

三朝町 ○ 中部圏域を中心に水防団間での情報共有を図った 引き続き連携・協力を実施

湯梨浜町 ○ 水防団間での広域的な連携・協力について検討 継続実施

琴浦町 △ 水防訓練等を通じて連携協力体制を構築

北栄町 ○ 水防団間での広域的な連携・協力の検討 継続実施

鳥取県 － 必要に応じて市町村の取組を支援 継続実施 （河川課）

倉吉市 ○ 倉吉市消防団水防訓練を実施 倉吉市消防団水防訓練を実施。県水防訓練に参加

三朝町 ○ 国県主催の総合水防訓練や演習への参加 継続実施

湯梨浜町 ○
11月19日水害による大規模災害を想定したとっとり防災フェ
スタ合同訓練の地元開催に参加

総合防災訓練の実施と水防演習への参加

琴浦町 ○ WEBによる研修会を開催 県が計画する訓練に参加

北栄町 ○ 県防災フェスタへ参加し、水防訓練を実施 継続実施

鳥取県 ○
コロナ感染状況から実地訓練は中止し、WEBによる水防工法
を講習を実施

引き続きコロナ感染対策に留意し、工夫して実施 （河川課）

気象台 ○ 防災訓練への協力 要請に応じて実施

国交省 ○ 排水ポンプ設置訓練の実施 継続実施

倉吉市 ○ 国交省と連携した水防活動及び防災学習の実施 継続実施

鳥取県 － （コロナ感染状況から水防訓練を中止） 水防訓練等で活用

国交省 ○ 災害対策用機械訓練･災害対策車両見学会の実施 継続実施を行う

　（３）平成29年九州北部豪雨や台風豪雨を踏まえた警戒避難体制の整備・対策

■既存施設の運用・警戒避難体制の整備・対策等に関する取組

倉吉市 ○
国交省水害対策車両の迅速な活用等連携の強化を実施
樋門の早期、適正な操作の徹底

継続実施

三朝町 ○ 樋門等の適正な運用の確認と警戒避難体制の整備 継続実施

湯梨浜町 ○
東郷池（龍島地区）に排水機場を建設
橋津川樋門の適正な管理

松崎地区の排水機場建設を検討

琴浦町 ○ 関係機関と体制等について協議 関係機関と体制等について協議

北栄町 ○
樋門等の自動化の検討と警戒避難体制の整備
必要に応じて自動化の実施

継続実施

○ 電動ドリルによる樋門操作の簡易電動化準備 簡易電動化の推進 （河川課）

－ （コロナ感染状況から水防訓練を中止） 水防訓練等を実施 （中部県土）

国交省 ○ 排水施設の運用方法の確認 継続実施

鳥取県 ○ 治水協定に基づく運用実施 継続実施 （中部県土）

国交省 － 中津ダムの事前放流の実施 継続実施
※現在工事中のため事前放流不可（令和３年１１月～令和６
年１月）

　・重要水防箇所の見直しと水防団
    等との共同点検及び水防資器材
    の確認

　・水防に関する広報の充実
   （水防団確保に係る取組）

　・水防団間での連携･協力に関する
    検討

　・総合防災訓練・水防講習会

　・河川防災ステーションの活用

浸水常襲地区等における排水施設･資
機材及び樋門等の確実な運用と警戒
避難体制の整備、排水対策の推進

ダムの柔軟な運用について、操作規
則等の総点検の実施

鳥取県

鳥取県
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

倉吉市 ○ ダム放流情報の伝達方法や連絡体制の検討及び訓練の実施 継続実施

三朝町 －
令和3年11月から令和6年1月までリニューアル工事のため、
フリーフロー放流となっているが、「治水協定」に基づく措
置を講じている

継続措置（令和6年1月頃まで）

湯梨浜町 ○ ダム放流情報の連絡体制を確認 継続実施

琴浦町 ○ 関係機関と体制等について協議 関係機関と体制等について協議

北栄町 ○ ダム放流情報の伝達方法や連絡体制の検討及び訓練の実施 継続実施

鳥取県 ○ ダム放流試験放送を実施 継続実施 （中部県土）

■流域一帯となった総合的な流木対策の推進

流木による閉塞トラブルスポットの
抽出と代表流域における総合的な流
木対策の推進

鳥取県 ○
計画に基づき実施（北条川河川改修によるJR橋架替設計の実
施）

継続実施 （河川課、中部県土）

■市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

倉吉市 ○ 防災行政無線の無償貸与を実施 継続実施

琴浦町 × 情報伝達手段を検討

北栄町 ○ 情報伝達体制・方法の検討 継続実施

三朝町 △ 検討中 庁舎電気設備の嵩上げ工事による浸水対策を予定

湯梨浜町 ○ 庁舎２階への防災対策本部設置を想定した設備の確認 継続実施

琴浦町 ○ 非常用電源の検討 庁舎の非常用発電機を更新

北栄町 ○ 想定最大浸水区域を想定した防災拠点の再検討 継続実施

  ■ダム放流の安全・避難対策

鳥取県 ○ 東郷ダムにおいて事前放流を実施 継続実施 （中部県土）

国交省 － ※令和４年度未実施

流入量予測の精度向上 鳥取県 × 長期的に検討 継続検討 （河川課）

三朝町 △ 具体的な検討には至っていない 継続検討

湯梨浜町 ×
町単独では未設置
既設の県の設備等で確認し情報を発信

継続実施

琴浦町 × 情報発信方法の検討

北栄町 ○ 検討を行う。 継続検討

鳥取県 ○ 警報局舎を増設 適切な運用を継続実施 （河川課）※中部県土

三朝町 －
令和3年11月から令和6年1月までリニューアル工事のため、
フリーフロー放流となっているが、「治水協定」に基づく措
置を講じている

継続措置（令和6年1月頃まで）

湯梨浜町 ○ 出水期前に関係機関で協議 継続実施

琴浦町 ○ 関係者で協議を実施 関係者で協議を実施

北栄町 ○ 関係機関との協議を進める。 継続実施

鳥取県 － （コロナ感染状況から自粛） コロナ感染対策に留意しながら協議を検討 （中部県土）

堆砂対策の推進（再掲）

ダム機能、ダムの放流によるリスク
の住民周知

鳥取県 ○ 東郷ダム放流試験放送を実施 東郷ダム放流試験放送等を実施 （中部県土）

防災リーダー育成、避難タイムライ
ン作成、避難訓練の実施（再掲）

ダム放流情報の伝達方法や連絡体制
の検討及び訓練の実施

市町村庁舎や災害拠点病院等の施設
管理者への情報伝達の充実

市町村庁舎や災害拠点病院等の機能
確保のための対策（耐水化、非常用
発電等の整備）

利水調整関係者協議と事前放流の積
極的実施に関する利水調整（再掲）

水位計、ライブカメラの設置、警報
車からのアナウンス改善等新たな情
報発信方法の検討

ダム放流時の安全な避難体制につい
て関係者で協議を進める
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

３．住民の避難を促す鳥取県の実情を踏まえた水害リスク情報等の提供

　（１）水害リスク情報等の共有

■水位周知河川等の水害リスク情報等の共有

倉吉市 △ 水位周知河川等の指定促進の検討 継続実施

三朝町 × 情報に乏しく検討に至っていない 継続検討

湯梨浜町 ○ 水位周知河川の指定促進について検討 継続実施

琴浦町 × 指定促進を図る

北栄町 ○ 水位周知河川等の指定促進の検討 継続実施

鳥取県 × 未実施 必要に応じ検討 （河川課）

倉吉市 ○
ハザードマップ作成済み。まるごとまちごとハザードマップ
実施

継続実施

三朝町 ○ 令和３年７月豪雨の災害状況について出前講座等を実施 継続実施

湯梨浜町 ○ 国民宿舎で過去の浸水実績を掲示 継続実施

琴浦町 × 周知を行う

北栄町 ○ 浸水実績等の住民への周知 継続実施

鳥取県 ○ 浸水リスク図のＨＰ掲載 継続実施 （中部県土）

国交省 ○ 防災学習、出前講座等の際に浸水実績等を周知 継続実施を行う

■水位周知河川等に指定されていない河川の水害リスク情報等の共有

想定最大規模の洪水浸水想定区域等
の提供

鳥取県 ○ 洪水浸水想定区域のＨＰ掲載 継続実施 （河川課）

浸水実績等の周知（再掲）

■県内河川の現状を踏まえた避難判断等基準の検討

倉吉市 ○ 地域防災計画の避難情報発令基準に反映済み 継続実施

三朝町 ○ 令和4年度に地域防災計画を一部改正

湯梨浜町 ○ 県の運用基準に準じて運用 継続実施

北栄町 ○ 当面の間、県の運用基準に準拠して運用する 継続実施

鳥取県 ○ 継続運用 継続運用 （河川課）

倉吉市 △ 検討中 継続検討

三朝町 × 情報に乏しく検討に至っていない 継続検討

湯梨浜町 × 避難指示等の目安について未検討 継続実施

琴浦町 ○ 避難指示の目安を検討 避難指示の目安を検討

北栄町 ○
水位周知河川等に指定されていない河川の避難指示等の目安
（雨量情報、降雨指標等）の検討

継続実施

鳥取県 ○ 河川情報の提供強化（カメラ、水位計） 継続実施 （河川課）

気象台 ○ 注意報、警報等により周知 注意報、警報等により周知

　（２）円滑かつ迅速な避難の実現

■住民等の主体的な避難の促進

避難行動に直結するハザードマップ
の改良

倉吉市 ○
ハザードマップ作成済み。まるごとまちごとハザードマップ
実施

継続実施

三朝町 ○ 令和3年度改正版を転入者に配付・ＨＰに掲載中 継続実施

湯梨浜町 ○ 2021年11月に改訂済み 継続実施

琴浦町 × 防災マップの誤り修正 防災マップの誤り修正

北栄町 ○ 必要に応じたハザードマップの改良 継続実施

鳥取県 △ その他河川の浸水想定検討開始 その他河川の浸水想定作成開始 （河川課）

倉吉市 △ 県作成の広域避難取組指針を参考に検討中 継続検討

三朝町 △ 広域避難について県・近隣市町と検討中 継続検討

湯梨浜町 ○ 広域避難ケースを検討 継続実施

北栄町 △
広域避難が可能かどうか、可能でない場合はその代替方法を
検討する。

継続実施

鳥取県 ○ 南部町・日南町間での広域避難訓練の実施を支援 広域避難体制の整備等を行う市町村に補助金を支給 （危機管理局）

国交省 ○
広域的な避難の判断基準の検討及び必要に応じ関係行政機関
との協議・調整

継続実施を行う。

　・広域避難等の判断基準や避難
    場所等の確保についての検討

水位周知河川等の指定促進

浸水実績等の周知

県の実情を踏まえた早めの避難判断
基準（水位）の運用

水位周知河川等に指定されていない
河川の避難指示等の目安（雨量情
報、降雨指標等）の検討

　・住民にわかりやすいハザード
    マップの作成・改良
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

倉吉市 ○
ホームページへの掲載。まるごとまちごとハザードマップの
実施

継続実施

三朝町 ○ 令和3年度改正版を転入者に配付・ＨＰに掲載中 継続実施

湯梨浜町 ○ 公共施設11カ所にまるごとまちごとハザードマップを設置 状況により継続実施を検討

北栄町 ○ ホームページによるハザードマップの公表 継続実施

鳥取県 × 未実施 必要に応じ実施 （河川課）

国交省 ○ まるごとまちごとハザードマップの作成支援の実施 継続実施を行う。

　・スマートフォン等の位置情報
　　を活用した情報の入手システム
　　の検討

鳥取県 ○ 防災アプリにおいて避難所経路、防災カメラ情報を提供 継続実施 （危機管理局）

わかりやすく切迫性のある河川情報
画面の改良等

鳥取県 ○ 河川カメラHPの微修正 必要に応じて継続実施 （河川課）

気象台 ○ 必要に応じて随時実施 必要に応じて随時実施

倉吉市 ○ 全戸配布済みのハザードマップに記載 継続実施

三朝町 ○ 令和3年度改正版を転入者に配付・ＨＰに掲載中 継続実施

湯梨浜町 ○ 町報により周知 継続実施

琴浦町 ○ 随時町民へ周知を実施 随時町民へ周知を実施

北栄町 ○
ハザードマップ配布時の付録情報として情報入手方法の周知
を図る

継続実施

鳥取県 ○ 県公報を活用 必要に応じ継続実施 （河川課）

気象台 ○ 必要に応じて随時実施 必要に応じて随時実施

国交省 ○ 防災学習、出前講座等の際に河川情報の入手法を周知 継続実施を行う。

防災行動計画（タイムライン）等の
作成・配布による避難行動及びタイ
ミングの明確化

倉吉市 × 長期的に検討 継続検討

三朝町 △ 取組み手法について検討中 継続検討

湯梨浜町 ○ 県管理水位周知河川のタイムラインの確認 継続実施

北栄町 ○ 県管理水位周知河川のタイムラインの運用及び検証 継続実施

鳥取県 ○ 県公報を活用 必要に応じ継続実施 （河川課）

気象台 ○ 必要に応じて随時実施 必要に応じて随時実施

国交省 ○ 多機関連携タイムラインと連動したタイムラインの検討 継続実施を行う。

倉吉市 ○
全戸配布済みのハザードマップにマイタイムラインの様式を
掲載

継続実施

三朝町 ○ 町防災マップに利用シートを掲載 継続実施

湯梨浜町 ○ 防災マップの表紙に掲載 継続実施

北栄町 ○ ハザードマップ配布時の付録情報に加え、推進する。 継続実施

鳥取県 ○ 家族も含めた自助・共助による避難行動の重要性の周知 家族も含めた自助・共助による避難行動の重要性の周知 （危機管理局）

倉吉市 ○
洪水、土砂災害どちらによる避難情報かより分かりやすい伝
達を実施

継続実施

三朝町 ○ 令和4年度に初動対応マニュアル(伝達文例)を一部修正 継続実施

湯梨浜町 ○ やさしい日本語での防災チラシをホームページに掲載 継続実施

琴浦町 ○ 伝わりやすい伝達分の検討を実施 伝わりやすい伝達分の検討を実施

北栄町 ○ わかりやすい伝達文の検討 継続実施

鳥取県 － 必要に応じ市町村の相談に対応 必要に応じ市町村の相談に対応 （危機管理局）

多様な手段での河川情報の提供によ
る確実な情報伝達

　・河川情報画面の提供先拡大
   （データ放送、ＣＡＴＶ）

鳥取県 △
CATVに相談したが、順送りの画像なのでほしい情報をタイミ
ングよく見れないというため、見送った。

データ放送について継続検討 （河川課）

鳥取県 ○ とりぴーメールの活用 継続実施 （河川課）

国交省 －
携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール」のサービスを
活用して周知。氾濫危険情報及び氾濫発生情報を契機として
発表を行う。

継続実施を行う ※令和４年度は大規模な出水がなかったため未実施

　・電子版の公表や想定浸水深等の
    まちなかでの表示の検討

　・各家庭毎の「家庭用災害・避難
    カードの作成」の取組推進

　・ホームページやデータ放送等の
    わかりやすい画面への改良や説
　　明の表示

　・ホームページやデータ放送等の
    アクセス方法の周知促進

　・県管理水位周知河川等の防災行
　　動計画（タイムライン）の市町
　　村との整理･共有、住民への
　　周知、訓練の実施

円滑な避難を促すわかりやすい避難
情報の伝達文の検討

　・プッシュ型の洪水情報の発信
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

倉吉市 ○ 既設サインの維持管理を実施。令和４年度新規設置なし 既設サインの維持管理

三朝町 △ 設置向けた具体的な検討には至っていない 継続検討

湯梨浜町 ○ 浸水深看板の設置にサインを活用 継続実施

琴浦町 × 普及促進を実施

北栄町 ○ 防災サインの普及促進 継続実施

鳥取県 ○ HPで動画による周知 継続実施 （河川課）

国交省 ○ まるごとまちごとハザードマップの作成支援の実施 継続実施を行う。

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置（再
掲）

■要配慮者利用施設における確実な避難

倉吉市 ○ 新設施設へ個別説明を実施 継続実施

三朝町 △ 出前研修等を実施 継続実施

湯梨浜町 ○ 11月28日福祉関係の要配慮者施設の職員との情報交換 継続実施

北栄町 ○ 県と連携した説明会の実施及び参加 継続実施

鳥取県 － 必要に応じ市町村等の相談に対応 必要に応じ市町村等の相談に対応 （危機管理局）

気象台 × 要望の聞き取りなどに着手

国交省 ○ 訪問介護施設等への防災学習、出前講座等の実施 継続実施を行う。

倉吉市 ○
計画作成支援、避難訓練実施報告依頼及び避難訓練支援を実
施

継続実施

三朝町 ○ 関係機関への取組み支援 継続実施

湯梨浜町 ○ 避難確保計画や避難訓練実施報告の確認 継続実施

北栄町 ○ 該当施設への要請及び支援を行う 継続実施

鳥取県 － 必要に応じ市町村等の相談に対応 必要に応じ市町村等の相談に対応 （危機管理局）

国交省 ○ 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の支援 継続実施を行う。

■市町村長による避難指示等の適切な発令のための環境整備

鳥取県 ○ 水位到達情報の発信 継続実施 （河川課）

国交省 ○ 市町村向け「川の防災情報」の提供 継続実施を行う。

倉吉市 ○ 年度当初にホットラインを確認し、活用中 継続実施

三朝町 ○ ホットライン運用中 継続実施

湯梨浜町 ○ オンラインによる活用の定着 継続実施

琴浦町 ○ ホットラインの確認 ホットラインの確認

北栄町 ○ 河川管理者と市町村長とのホットラインの活用 継続実施

鳥取県 ○ 河川管理者と市町村長とのホットラインの定着 継続実施 （中部県土）

国交省 － 河川管理者と市町村長とのホットラインの実施 継続実施を行う。
※令和４年度は未実施
※出水期前にホットライン訓練の実施

鳥取県 × 未実施 必要に応じ実施 （河川課）

気象台 ○ 水害統計により精査 水害統計により精査

わかりやすく切迫性のある河川情報
画面の改良等（再掲）

多様な手段での河川情報の提供によ
る確実な情報伝達（再掲）

防災行動計画（タイムライン）等の
作成・配布による避難行動及びタイ
ミングの明確化（再掲）

重点監視区間の設定と河川監視カメ
ラ・水位計・量水標等の設置（再
掲）

過去の洪水時の雨量と水位の関係整
理

　・防災サインの普及促進

施設管理者への説明会実施

避難確保計画の作成や避難訓練実施
の支援

避難勧告等の目安となる河川水位情
報の自動配信

河川管理者と市町村長とのホットラ
インの定着

46



○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

４．「平成30年7月豪雨を教訓とした安全・避難対策のあり方研究会」の結果を受けた取組

■避難に関する住民の意識醸成

リードタイムを確保した避難情報、防
災気象情報の発令、発表の仕組みの周
知（再掲）

自分の命は自分で守る自助の取組を支
え愛マップづくり等共助の取組等で促
進（再掲）

防災教育の推進（地域と学校等の連携
を含む）（再掲）

防災リーダー（防災士等）、自主防災
組織の育成（再掲）
技術的助言の体制確保、水位計や監視
カメラ整備、簡易浸水想定の作成等に
よる的確な避難情報発出の推進（再
掲）

■自助・共助・公助が一体となった避難体制の構築

行政と地域の情報共有及び連絡体制の
構築（再掲）

倉吉市 ○ 自主防災組織の取組みに消防団員を派遣 継続実施

三朝町 ○ 町消防団員によるＡＥＤ講習等を自主防災組織で実施 継続実施

湯梨浜町 ○ 自主防災組織や自衛消防団の重要性を出前講座等で説明 継続実施

琴浦町 ○ 資機材整備等に対して支援を実施 資機材整備等に対して支援を実施

北栄町 ○ 両者の連携の推進、連携訓練の実施。 継続実施

鳥取県 ○ 自主防災組織等の研修、講師の派遣を実施 アドバイザー派遣等の継続 （危機管理局）

地域や小中高等学校での防災教育、避
難訓練の充実（再掲）

支え愛マップづくり、自治会や家族単
位等の避難タイムライン作成（再掲）

地域の防災リーダーの育成（再掲）

倉吉市 ○ 県主催自主防災組織リーダー研修の周知、参加 継続実施

三朝町 △ 必要な情報を収集中 継続検討

湯梨浜町 ○ 福祉部局と連携した説明会を実施 継続実施

琴浦町 ○ 防災士養成、地域での研修会を開催 防災士養成、地域での研修会を開催

北栄町 ○ 企業、施設向けの啓発、研修等の実施。 継続実施

鳥取県 ○ 防災士養成研修、地域防災リーダースキルアップ研修を実施 研修の継続 （危機管理局）

気象台 ○ 要請に応じて随時実施 要請に応じて随時実施

 ■要配慮者避難支援体制の構築

倉吉市 ○ 支え愛マップの作成支援、個別避難計画の作成を実施 継続実施

三朝町 △ コロナ禍により取り組みが鈍化傾向にある 継続支援

湯梨浜町 ○ 福祉部局と連携して作成を検討 具体的に個別支援計画の作成する

琴浦町 ○ 集落に働きかけ、取り組みを推進 集落に働きかけ、取り組みを推進

北栄町 ○ 研修に併せて、作成を推進。 継続実施

鳥取県 ○ 支え愛マップの作成支援を実施（３１地域） 引き続き作成支援を実施 （危機管理局）

要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成や避難訓練の実施、避難タイムライ
ン作成（再掲）

多様な人全てに届く複数の手段、情報
による情報発信（再掲）

倉吉市 ○
医療法人及び社会福祉法人と福祉避難所への人材派遣協定締
結

継続実施

三朝町 △ 避難支援プランの見直し 継続実施

湯梨浜町 ○ ９月の台風１４号を契機に社会福祉協議会と協議 継続実施

琴浦町 △ 関係機関と協議を実施 関係機関と協議を実施

北栄町 ○ 現行の体制を検証していく。 継続実施

鳥取県 ○ 福祉避難所運営研修を実施 引き続き研修等支援を実施 （危機管理局）

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

自主防災組織への支援と消防団活動へ
の理解促進と両者の連携

企業、福祉施設など各組織内の防災
リーダーの育成

支え愛マップづくり、避難行動要支援
者個別支援計画の作成の推進

福祉避難所等の開設運営体制の確保

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－
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R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

   ■避難情報や防災気象情報等に関する住民理解の促進

具体的でわかりやすい情報の発信（再
掲）

水防団など防災リーダーへの研修（再
掲）

ハザードマップや防災情報等の入手や
活用方法を含めた住民周知、理解の向
上（再掲）

防災リーダー（防災士等）の育成（再
掲）

  ■切迫感ある避難情報、早期・確実な伝達

切迫感がより一層伝わる対策（再掲）

避難情報の早期発出（再掲）

プッシュ型の情報発信（再掲）

倉吉市 ○ 防災行政無線の聴覚障がい者用文字表示機を無償貸与 継続実施

三朝町 ○ トリピーメールの多言語化版の周知 継続実施

湯梨浜町 ○ 新たにヤフー防災アプリでの情報を発信 防災行政無線放送のスマートフォン配信を検討

琴浦町 ○ 多様な情報伝達手段の確保検討 多様な情報伝達手段の確保検討

北栄町 ○ あんしんトリピーなびの周知、CATV災害情報放送の周知 継続実施

鳥取県 ○
あんしんトリピーメール、アプリといった県運営ツールに加
え、Twitter等のウェブサイト、SNSを活用し、災害時等にお
ける防災・危機管理情報を迅速かつ的確に提供

継続実施 （危機管理局）

気象台 ○ 適切な情報発信を実施 適切な情報発信を実施

■安全で安心して過ごせる避難所の開設

倉吉市 ○ 避難所開設グッズの更新及び資機材の整備 継続実施

三朝町 ○ 拡充、補充等資機材の在庫確保及び整理 継続実施

湯梨浜町 ○ 折り畳みベットを配備
折り畳みベッドを追加配備
福祉避難所の資器材整備を支援

琴浦町 ○ 資機材の整備を進めるほか、開設訓練を実施 資機材の整備を進めるほか、開設訓練を実施

北栄町 ○ 資機材の配置等検討していく。 継続実施

鳥取県 ○ 市町村の行う避難所の資機材整備に対し補助金で支援 市町村の行う避難所の資機材整備に対する補助金支援を検討 （危機管理局）

行政と地域で安全な避難所情報を共有
（再掲）

緊急避難場所（高層階等）の指定（再
掲）

倉吉市 ○ ＨＰ、広報誌による啓発。防災無線による呼びかけを実施 継続実施

三朝町 ○ 家庭非常用備蓄資材の備えについて周知 継続実施

湯梨浜町 ○ 出前講座の開催時に呼びかけて啓発 引き続き実施

琴浦町 ○ 研修会等を通じて啓発を実施 広報誌、研修会等を通じて啓発を実施

北栄町 ○ 広報等により周知啓発を行う。 継続実施

鳥取県 ○ 県政だよりにより備蓄を呼びかけ 広報誌、サイト等を通じて啓発 （危機管理局）

倉吉市 ○ 自主防災組織による避難所用資機材整備に対する助成を実施 継続実施

三朝町 ○ 地域住民との協働による開設運営 継続実施

湯梨浜町 ○ 自主防災組織運営交付金による体制の整備を支援 引き続き訓練等の実施組織に運営交付金を交付

琴浦町 △ 住民への啓発を実施 研修会等で地域への啓発を実施

北栄町 ○ 体制について検討し、防災訓練等に合わせて研修を行う。 継続実施

鳥取県 ○
避難所運営研修の実施や、避難所運営マニュアルを提示によ
り、市町村の避難所運営体制整備を支援

継続実施 （危機管理局）

多様な人全てに届く情報発信

必要な資機材の整備及び迅速な配備態
勢の構築

家庭における防災備蓄の充実と避難所
への持参、持ち寄りの啓発

住民による避難所自主開設の体制整備
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○概ね５年（R4～R8：第２期）で実施する取組の実施状況 〔フォローアップ資料〕  

R4年度の
取組状況

R5年度の
取組予定

摘　　要項目 事項 項　目 実施機関

（

評
価
）

前倒しで実施：◎

予定通り実施：○

作業中：△

未着手：×

R４年度対象外：－

  ■ダム放流の安全・避難対策

利水調整関係者協議と事前放流の積極
的実施に関する利水調整（再掲）

流入量予測の精度向上 鳥取県 × 長期的に検討 継続検討 （河川課）

三朝町 ― R3.11～R6.1までリニューアル工事中 工事完了に合わせ手法を検討

湯梨浜町 ×
町単独では未設置
既設の県の設備等で確認し情報を発信

継続実施

琴浦町 × 情報発信方法の検討

北栄町 ○ 検討を行う。 継続実施

鳥取県 ○ 警報局舎を増設 適切な運用を継続実施 （河川課）※中部県土

三朝町 ― R3.11～R6.1までリニューアル工事中 工事完了に合わせ住民との協議を予定

湯梨浜町 ○ 出水期前に関係機関で協議 継続実施

琴浦町 ○ 関係者で協議を実施 関係者で協議を実施

北栄町 ○ 関係機関との協議を進める。 継続実施

鳥取県 － （コロナ感染状況から協議を自粛） コロナ感染対策に留意しながら協議を検討 （中部県土）

堆砂対策の推進（再掲）

三朝町 ― R3.11～R6.1までリニューアル工事中 工事完了に合わせ住民周知を図る

湯梨浜町 ○ 県による周知に協力 継続実施

琴浦町 △ 周辺住民へ周知 周辺住民へ周知

北栄町 ○ 広報、研修等で周知を行う。 継続実施

鳥取県 ○ 東郷ダム放流試験放送を実施 東郷ダム放流試験放送等を実施 （中部県土）

防災リーダー育成、避難タイムライン
作成、避難訓練の実施（再掲）

水位計、ライブカメラの設置、警報車
からのアナウンス改善等新たな情報発
信方法の検討

ダム放流時の安全な避難体制について
関係者で協議を進める

ダム機能、ダムの放流によるリスクの
住民周知
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