
　

「
私
た
ち
の
世
代
は
小
さ
い
頃
か
ら
、

親
に
『
津
波
な
ん
か
来
る
こ
と
は
な
い
。

怖
い
の
は
樽
前
山
の
噴
火
だ
』
と
言
わ
れ

て
育
ち
ま
し
た
。
震
災
を
見
た
今
と
な
っ

て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
け
ど
ね
」

　

青
山
さ
ん
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後

に
、
そ
う
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
の
災
害
の
記
録
や
、
悲
し
い

被
災
の
記
憶
。
先
人
が
経
験
し
、
伝
え
て

き
た
こ
と
の
積
み
重
ね
が
、
今
の
「
防

災
」
の
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

苫
小
牧
に
大
き
な
津
波
が
来
る
こ
と
は

な
い
。
そ
の
考
え
方
は
、
東
日
本
大
震
災

以
降
、
多
く
の
研
究
や
調
査
に
よ
っ
て
覆

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
、
私
た
ち
が

経
験
し
た
こ
と
で
あ
り
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
べ
き
知
恵
で
す
。

　

災
害
は
、
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
発
生
し
た
ら
止
め
る
方
法
は

あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、

災
害
の
恐
ろ
し
さ
を
知
り
、
日
頃
の
備
え

を
怠
ら
ず
、
油
断
せ
ず
に
災
害
と
向
き
合

う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
約
束
事
を
次
の

世
代
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
で
す
。

　

そ
の
積
み
重
ね
が
、
新
た
な
「
防
災
」

を
作
り
出
し
、
ま
ち
を
、
み
ん
な
を
守
る

力
に
な
り
ま
す
。

災害と
訓練

いつ起きるか分からない災害。
だからこそ、

訓練はいつも慎重に。真剣に。

明治42年の樽前山大噴火

真冬の海で、水難救助訓練（北ふ頭）

火災を想定した避難訓練（拓勇小）

今年８月に発生した道路冠水（柏木町）

避難所に急げ！津波避難訓練（樽前町内会）

昭和25年の大水害の様子（緑町付近）

屋上から救助者を下ろす訓練（消防署）

炊き出し訓練で、ホッと一息（明徳小）

次
の
世
代
に
継
ぐ

防
災

特
集   その経験を　力に変えて　　
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