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風水害等対策編－第１章 総 則 

 

 風水害等対策－1 

 風水害等対策編－第 1章 総 則 

  

 第 1節 計画の概要 

 

 第 1．計画の目的  

  本計画は、災害対策基本法(昭和 36 年 法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき邑南町防災会議

が作成する計画であって、県、町、地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等

の防災関係機関がその全機能を有効に発揮し、又、相互に協力して町の地域における災害による

災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、住民の生命、身体及び財産を災害

から保護するとともに、町民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその被害

を軽減していくことを目的とする。 

 

 第 2．計画の方針  

  防災とは、災害が発生しやすい自然条件下にあって、地域並びに住民の生命・身体及び財産を

災害から保護する、行政上最も重要な施策である。防災には、時間の経過とともに災害予防、災

害応急対策、災害復旧の３段階があり、それぞれの段階において国、県、町、公共機関、住民等

が一体となって最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 

 この計画は、住民の生命、身体及び財産を守るため、各防災機関がとるべき基本的事項等を定

めるものであり、各防災機関はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものと

する。 

 

 第 3．計画の前提  

この計画は、町域の風水害等対策の基本計画であり、本章第 3 節第 4.「気象災害（土砂災害を

含む）の想定」を前提とするとともに､近年の社会経済情勢の変化を反映するものとする。 

 

 第 4．計画の修正 

   この計画は、災害に関する経験と対策の積み重ね等により随時見直されるべき性格のもので

あり、今後必要に応じて修正を加えてゆくものとする。従って各機関は、関係のある事項につい

て町防災会議が指定する期日（緊急を要するものについてはその都度）までに計画修正案を町防

災会議に提出するものとする。 

 

 第 5．他の法令に基づく計画との関係 

この計画は、町域における風水害等対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するものであ

る。従って、災害対策基本法第 41 条に掲げる防災に関する計画（水防法に基づく水防計画等）

又は防災に関連する計画（国土形成計画法に基づく中国圏広域地方計画等）の防災に関する部分

と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。 

 

 第 6．計画の周知、習熟 

 本計画は、県、町及び防災関係機関の職員に周知徹底させるとともに、特に必要と認める事項

については住民にも広く周知徹底するものとする。 

 又、各防災機関は、不断に危機管理や防災に関する調査・研究に努めるとともに､所属職員に

対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施などを通して本計画の習熟に努め、

災害への対応能力を高めるものとする。 

 



風水害等対策編－第１章 総 則 

 

 風水害等対策－2 

 第 7．計画の構成 

       風水害等対策編   第１章 総 則 

              第２章 風水害等予防計画 

              第３章 風水害等応急対策計画 

              第４章 風水害等復旧・復興計画 

              第５章 事故災害等対策計画 

 

 第 8．計画の内容 

  この計画においては、以下の事項を定める。 

  １．総 則  

 この計画の基本方針、防災関係機関等の業務大綱・役割分担、本町の特質や被害想定など、

計画の基本となる事項を示す。 

 

  ２．風水害等対策編 

① 災害予防計画 

   災害発生に備えて、防災まちづくりや都市基盤等の安全性強化、防災活動体制や救援・

救護体制の整備等を示すとともに、平常時からの教育、広報、訓練等による防災行動力の

向上を図る事項上での基本的な計画。 

    ② 災害応急対策計画 

  災害発生直後の迅速、的確な初動活動体制に係る事項をはじめ、災害対策本部の設置・

運営、災害救助法の適用の要請等に係る対策、更には各防災機関等による各種の応急対策

についての基本的な計画。 

    ③ 災害復旧計画 

  民生安定のための緊急対策のほか、速やかな災害復旧に当たっての基本的な計画。 

 

 

 



風水害等対策編－第１章 総 則 

 

 風水害等対策－3 

 第 2節 町の防災の基本方針 

 

 第 1．基本的視点  

  本町はこれまで、長雤や台風による豪雤、土砂崩れ、豪雪等による住家や農作物への被害等に

見舞われたことがあり、地域住民の安全を守るために様々な取り組みをしてきたが、兵庫県南部

地震を契機に改めて全ての人間活動の基礎として、安全の優先が住民に認識されるとともに、地

域の安全性の向上と高齢化社会における防災体制の在り方など、防災に対する認識が飛躍的に高

まっている。 

 かつて私達の先祖は、多様な自然を有する国土において、自然の恩恵と脅威という二面性を理

解し、長い年月の中で生活の知恵ともいうべき自然とのつき合い方を形成してきたが、これは地

域特有の文化として根をおろし継承されてきたものであり、近年、人口の流動化の進行等による

地域コミュニティの崩壊や、防災対策の進歩による災害頻度の減尐、技術の発達による過信等に

より、その継承は困難となってきている。 

  一方、21 世紀を迎え環境問題等をきっかけとして、人と自然との新たな関係のあり方が各方面

で模索されつつある。自然災害についても単に克服すべき対象としてだけでなく、人と自然の関

わりあいの基本にたち戻って対応を検討すべき時にきている。 

 また、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減

災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視す

る。また、経済的被害ができるだけ尐なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え

るものとする。 

 こうした認識のもと、自然災害に対しては下記のような視点の重要性が指摘されている。 

  

 １．自然災害の発生の可能性を前提とした対応。 

 ２．自然や人間諸活動に対する科学的知見と技術の成果、経験を総合的・体系的に使用した対応。 

 ３．被害の最少化に向けた地域住民の判断と行動を基礎とした対応、特に高齢化社会における防

災体制の確立。 

 

 第 2．防災対策の基本理念 

 

 

 

 

 

 災害への備えや対策は、コストがかかり相対的にも無駄と思われているかもしれない。しかし

ながら防災を突然的なもの、一時的なものとしてとらえるのではなく、日常の生活の中の一部と

してとらえ、住みよいまちづくりと、相互に助け合う地域づくりを進めていくことが災害へ備え

ることの原点である。この日常のための防災という立場に立ち、意識の高揚を目指しながら「自

らの地域は自らが守る」という、自主防災組織の育成強化と防災ボランティアの体制づくりを推

進する。 

   また、要配慮者対策の推進や多様な視点に配慮した防災対策の推進に留意する。

日常のための防災     安全と安心のために 

「助け合う心と思いやりのあるまちづくりから」 



風水害等対策編－第１章 総 則 

 

 風水害等対策－4 

 第 3節 町の防災環境 

 

 第 1．町の特性 

 １．位 置 

 邑南町は、島根県の中南部に位置し、東は江の川を隔てて広島県三次市、西は江津市桜江町

及び浜田市旭町、南は広島県安芸高田市、北広島町、北は川本町及び美郷町と接している。 

 

  ２．地  勢 

 本町は、邑智郡の東南部中国山脈の山間地帯に位置しており、地勢的に急峻な山地が多く、

その山地を源とした急流河川が多い。 

 河川の主たるものは、南部広島県境より東に貫流する出羽川、町の西部石見地域へ流れる馬

野原川、井原川、東北美郷町へ流れる江の川、安芸高田市美土里町へ流れる長瀬川、西南端市

木より西に流れる八戸川等がある。 

 

  ３．気  象 

  気象は、全体的に日本海型気候の支配を受けているが、内陸部のため、年間平均気温は例年

12℃となっている。年間降水量は過去 30 年間の平均では 1,868 ㎜程度である。降雪は 12 月中

旬から３月中旬まであり、過去 27 年間の平均では積雪日数が 70 日程度、最深積雪 91 ㎝とな

っており、昭和 38 年の豪雪では各地域で積雪が 1ｍを超え豪雪地帯に指定されていた。 

 

  ４．地  質 

 石見地域の地質は石英斑岩類に属し、平坦部は主として花崗岩類の壌土・砂壌土である。 

 瑞穂地域の地質の大部分は、主として中生代白亜紀後期の噴出と貫入による流紋岩質岩類と

花崗岩質岩類の火成岩よって形成されている。羽須美地域の地質については、南東部の小範囲

の海成層に属する古生層及び新第三紀層を除いては、白亜紀後期から古第三紀の火成岩類で構

成されている。 

 岩石は、南部の山地は流紋岩を主とし、北西部は流紋岩と石英斑岩によって構成され、南西

部は花崗閃緑斑岩と角閃石黒雲母閃緑岩が分布している。低地の出羽川沿いと東南部は黒雲母

花崗岩や斑状黒雲母花崗岩が広く分布し、これらは風化浸食に対して抵抗力が比較的弱く、風

水害のときに被害を受けやすい。 

 

  ５．交 通 

 本町の主要幹線道路は、陰陽を結ぶ浜田自動車道や国道 261 号がある。浜田自動車道におい

ては、市木地内に瑞穂インターチェンジが開設されたことによって、本町から広島市、浜田市

へは１時間圏内となった。 

 公共交通機関はバスが主となっており、田所地内の「道の駅」には、バスターミナルとして

各バスの発着駅となっている。 
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 風水害等対策－5 

 第 2．気象の概況 

１．平年値 

島根県東部・西部の気候は日本海側気候に属し、6 月上旬から 7 月中旬にかけての梅雤期間

には、年間降水量のおよそ 1/3 が降り、特に梅雤末期にはたびたび集中豪雤の被害を受けてい

る。 

又、寒降期（10 月～3 月）は、日本海からの気流がもたらす影響で雪や雤が多くなる。 

年平均気温（平年値）は、平地部の松江 14.9℃、浜田 15.5℃に対し、標高 327ｍの瑞穂地域

では 12.0℃位である。年降水量（平年値）は、松江 1787.2mm、浜田 1663.8mm であるのに

対して、瑞穂地域では 1868.0mm とやや多くなっている。 

 

■瑞穂地域（地域気象観測所）の平年値 データ：気象庁 気象観測電子閲覧室 
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 風水害等対策－6 

島根県の気象災害については、数多くの種類があるが、島根県の場合は大雤による山がけ崩

れや浸水害が最も多くなっている。大雤による災害を季節別に見ると梅雤の時期と９月に集中

し、近年は西部を中心に豪雤が発生している。 
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 風水害等対策－7 

２．降水量等の極値 

瑞穂地域気象観測所の近年の降水量等の極値（1976 年以降）は以下の通りである。日降水量

については 252mm（1983 年 7 月 23 日）で、昭和 58 年 7 月豪雤時、最大 1 時間降水量につい

ては 62mm（2006 年 7 月 1 日）である。なお、最深積雪は 91ｃｍ（2011 年 1 月 17 日）であ

る。 

 原山地域雤量観測所の、近年の降水量等の極値（1979～2004 年）は、日降水量 289mm、

最大 1 時間降水量は 57mm で、とも昭和 58 年 7 月豪雤時（1983 年 7 月 23 日）となっている。 

 

■瑞穂地域気象観測所の降水量極値 データ：気象庁 気象観測電子閲覧室 
日降水量 （ 統計期間 ： 1976/05～2014/04 ）  最大１時間降水量（ 統計期間 ： 1976/05～2014/04 ） 

単位 mm 年／月／日  単位 mm 年／月／日 

1 位 252 1983 年 7 月 23 日  1 位 62 2006 年 7 月 8 日 

2 位 205.5 2013 年 8 月 24 日  2 位 60 1978 年 9 月 15 日 

3 位 169 1999 年 6 月 29 日  3 位 53 2000 年 7 月 1 日 

4 位 155 1983 年 7 月 21 日  4 位 52.0 2013 年 8 月 24 日 

5 位 151 1997 年 6 月 28 日  5 位 49 2006 年 8 月 21 日 

6 位 148 1993 年 7 月 27 日  6 位 45.5 2011 年 8 月 25 日 

7 位 139 1985 年 6 月 23 日  7 位 45 1997 年 8 月 5 日 

8 位 138 1985 年 7 月 6 日  8 位 45 1996 年 8 月 21 日 

9 位 138 1978 年 9 月 15 日  9 位 45 1983 年 7 月 23 日 

10 位 136 1988 年 7 月 15 日  10 位 42 1999 年 9 月 24 日 

 
■原山地域雨量観測所の降水量極値 データ：気象庁 気象観測電子閲覧室 

日降水量 （ 統計期間 ： 1979/08～2004/10 ）  最大１時間降水量（ 統計期間 ： 1979/08～2004/10 ）  

単位 mm 年／月／日  単位 mm 年／月／日 

1 位 289 1983 年 7 月 23 日  1 位 57 1983 年 7 月 23 日 

2 位 168 1999 年 6 月 29 日  2 位 48 1994 年 9 月 5 日 

3 位 164 1988 年 7 月 15 日  3 位 40 1999 年 9 月 24 日 

4 位 136 1993 年 7 月 27 日  4 位 37 1997 年 8 月 5 日 

5 位 124 1985 年 6 月 23 日  5 位 33 1979 年 9 月 2 日 

6 位 123 1983 年 7 月 21 日  6 位 31 2003 年 9 月 6 日 

7 位 121 1988 年 6 月 29 日  7 位 31 2003 年 9 月 2 日 

8 位 116 1997 年 6 月 28 日  8 位 31 1996 年 7 月 19 日 

9 位 106 1998 年 10 月 17 日  9 位 31 1995 年 8 月 31 日 

10 位 105 1983 年 6 月 20 日  10 位 30 2003 年 8 月 17 日 

 
■瑞穂地域気象観測所の最深積雪極値 データ：気象庁 気象観測電子閲覧室 
最深積雪（ 統計期間 ： 1984/11～2014/03 ）  

単位 cm 年／月／日 

1 位 91 2011 年 1 月 17 日 

2 位 84 1994 年 2 月 12 日 

3 位 79 2005 年 12 月 18 日 

4 位 72 2011 年 2 月 1 日 

5 位 65 1996 年 2 月 10 日 
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 風水害等対策－8 

３．警報・注意報発表基準・雨の強さ 

 



風水害等対策編－第１章 総 則 

 

 風水害等対策－9 

■参考：雤の強さ 出典：気象庁 

(平成 12 年 8 月作成） 

(平成 14 年 1 月一部改正) 

1時間雨量
 (ミリ)

予報用語 人の受けるイ
メージ

人への影響 屋 内(木造住
宅を想定）

屋外の様子 車に乗っていて 災害発生状況

10以上～
20未満

やや強い
雨

ザーザーと降る 地面からの跳
ね返りで足元
がぬれる

雨の音で話し
声が良く聞き
取れない

この程度の雨でも長く続
く時は注意が必要

20以上～
30未満

強い雨 どしゃ降り ワイパーを速くし
ても見づらい

側溝や下水、小さな川が
あふれ、小規模の崖崩れ
が始まる

30以上～
50未満

激しい雨 バケツをひっくり
返したように降る

道路が川のよ
うになる

高速走行時、車輪
と路面の間に水
膜が生じブレーキ
が効かなくなる
（ハイドロプレーニ
ング現象）

山崩れ･崖崩れが起きや
すくなり危険地帯では避
難の準備が必要
都市では下水管から雨
水があふれる

50以上～
80未満

非常に激
しい雨

滝のように降る
（ゴーゴーと降り
続く）

都市部では地下室や地
下街に雨水が流れ込む
場合がある
マンホールから水が噴出
する
土石流が起こりやすい
多くの災害が発生する

80以上～ 猛烈な雨 息苦しくなるよう
な圧迫感があ
る。恐怖を感ず
る

雨による大規模な災害の
発生するおそれが強く、
厳重な警戒が必要

傘は全く役に
立たなくなる

水しぶきであた
り一面が白っ
ぽくなり、視界
が悪くなる

車の運転は危険

傘をさしていて
もぬれる

寝ている人の
半数くらいが雨
に気がつく

地面一面に水
たまりができる
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 風水害等対策－10 

 第 3．主な気象災害 

 １．主な気象災害の一覧 

島根県全域で見ると、近年の主な気象災害としては、昭和 47 年 7 月、昭和 58 年７月及び昭

和 63 年７月の記録的な豪雤による水害、又、平成３年 9 月の台風第 19 号による記録的な強風

害などがある。平成 25 年の 7 月と 8 月には島根県の西部で立て続けに集中豪雤が発生した。 

 
■近年の島根県の主な気象災害 出典：松江地方気象台 

災害の種類 発生年月 主な被害地域 県内の主な被害等 気象状況等 

大   雨 

昭和４７年 ７月 県内全域 

死者・行方不明：２８名 

梅雨前線に伴う豪雨 

建物被害   ：約３８，０００戸 

昭和５８年 ７月 西部 

死者・行方不明：１０７名 

梅雨前線に伴う豪雨 
建物被害   ：約１３，０００戸 

昭和６３年 ７月 西部・隠岐 

死者・行方不明：６名 

梅雨前線に伴う豪雨 

建物被害   ：約７，０００戸 

台   風 平成 ３年 ９月 県内全域 

死者・行方不明：１名 
（台風１７号及び１

９号の合計） 建物被害   ：約３０，０００戸 

大   雨 平成 25 年 7 月 津和野町 
行方不明  ：  1 名 

建物被害  ： ２７棟 
集中豪雨 

大   雨 平成 25 年 8 月 
浜田市、江津

市、邑南町 

死者    ：  1 名 

建物被害  ：４９７棟 
集中豪雨 

 
 
■邑南町の主な気象災害  

西 暦 気象状況 災 害 ・ 洪 水 

1866 年 8 月 12 日 

（慶應 2 年） 

  江の川・出羽川洪水、堤防決壊、田畑流失。 

1919 年 

（大正 8 年 7 月 4 日） 

  江の川大洪水、郷川大橋の一部が流出した他、橋梁は流失し、口羽村で山

崩れが発生。死者多数。浸水・流失家屋多数。 

1923 年 

（大正 12 年 7 月） 

  羽須美村：大雨降り続き、雨が上がってつかのま、12 日、日南川に山崩れ。

民家１戸倒壊、死亡 1 名。15 日上田黒平山崩れ田畑荒廃に帰す。27 日川角

伴蔵山麓崩れ皆平家倒伏す。 

1943 年 

（昭和 18 年 9 月 18 日

～20 日） 

台 風 の 通 過

に伴う豪雨  

石見地方の河川が氾濫し、大水害となる。死者９３名、行方不明者１５名、

流失家屋３３戸、全壊家屋１８４戸、半壊家屋１,７７０戸、床上浸水家屋８６３

戸、流失橋梁の被害６６,５００円、道路被害１９万４千円。 

出羽の 3 日間総雨量 419mm。 

羽須美村：江の川、出羽川等大氾濫。全壊４戸、半壊 18 戸、流出 16 戸、浸

水 96 戸、死者 1 名。 

1963 年 

（昭和 38 年 1 月～2

月） 

豪雪 昭和 38 年豪雪。60 年ぶりの豪雪。 

1968 年 

（昭和 43 年 8 月 8 日） 

局地的豪雨 瑞穂町：市木地内阿佐山連邦一帯、瑞穂（正午～5 時 187ｍｍ）、民家崩

壊、流出、田畑流出、被害総額 12 億 4600 万円。 

瑞穂日雨量 196mm。 

猪子山集落で時間雨量 100mm 前後、山津波発生、八戸川（猪子谷川合流）

などの氾濫。負傷者 3 名。 

次頁に続く 
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 風水害等対策－11 

 

西 暦 気象状況 災 害 ・ 洪 水 

1972 年 

（昭和 47 年７月 9 日～

15 日） 

  

  

  

  

梅 雨 前 線 に

伴う豪雨 

山陰地方への梅雨前線による集中豪雨。石見の各河川は氾濫し、大洪水を

もたらす。県全体の被害は死者２６名、負傷者７９名、行方不明２名、流失家

屋９５戸、全壊家屋５５９戸、床上浸水１１,８４５戸、床下浸水が２６,４４９戸、

総被害額は８４０億６,４３２万円に及ぶ。 

瑞穂町：近隣町村へ支援。瑞穂農業気象観測所 534mm、24 時間最大値

252.5mm、1 時間最大 34mm。口羽乙種農業気象観測所 524mm。 

羽須美村：両国橋流出。 

人的被害：石見町死者 2 名、羽須美村重軽傷 6 名。 

住家被害： 

羽須美村：全壊 18 戸、流出 5 戸、半壊 21 戸、床上浸水 19 戸、床下浸水 38

戸。 

石見町：半壊 2 戸、床上浸水 10 戸、床下浸水 45 戸。 

瑞穂町：半壊 1 戸、床下浸水 64 戸。 

1983 年 

（昭和 58 年７月 21 日

～23 日） 

  

  

  

梅 雨 前 線 に

伴う豪雨 

島根県西部の沿岸部を中心とした集中豪雨被害。川平観測所では１４ .３５

ｍに達し各地で浸水被害をもたらした。江の川流域の被害は７０箇所で約１

６億円に及んだ。死者・行方不明：１０７名建物被害   ：約１３，０００戸 

瑞穂町：降り始め４６０ｍｍ超す、死者２（消防団員）、重傷者１、全壊３戸を

含む住宅被害 360 戸、流出冠水を含む農地被害 191ha、農業施設被害

1063 箇所、山林被害 636 箇所、土木被害 1277 箇所、被害総額 81 億円を

超す。 

石見町：7 月 21 日 155mm／日、29mm／1 時間、23 日 332mm／日、64mm

／1 時間。全壊８、半壊２８、浸水 372、被害金額 111 億 9000 万円。 

1985 年 

（昭和 60 年 7 月） 

  

  

梅 雨 前 線 に

伴う豪雨  

梅雨前線の活動により山陰沿岸部を中心として大雨が２週間にわたり降り

続いたため、江の川流域では無堤地区を中心として４４２ｈａが氾濫し、床上

浸水１９戸、床下浸水６４戸、道路の冠水、山崩れによる被害総額は約２０

億円に及んだ。 

瑞穂町：総額 15 億円の被害。 

1991 年 

（平成 3 年 9 月） 

（台風１７号及

び１９号 の合

計） 

台風 19 号死者・行方不明：１名建物被害   ：約３０，０００戸平成３年 9 月

の台風第 19 号による記録的な強風害。 

瑞穂町：台風 19 号により被害甚大。 

1997 年 

（平成 9年 8月 5日） 

集中豪雨 瑞穂町：111ｍｍ、被害総額 7 億７００３万。 

2013 年 

（平成 25 年 8 月 24 日） 

集中豪雨 西日本を南下した前線に向かって、温かく湿った空気が流れ込み大気の

状態が非常に不安定になったことによる豪雨。特に石見地域で甚大な被

害が発生した。 

日貫：24 時間降雨量 438mm、1 時間最大降水量 77mm 

死者：1 名、建物被害：113 棟、土木等被害総額：約 38 億円 
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 風水害等対策－12 

 ２．昭和 47 年 7 月豪雨時の状況（1972 年） 

 

■期間降水量図 出典：気象庁 災害をもらたらした気象事例 

 

 
９日から 13 日にかけて梅雤前線が南下し、本州南岸から四国、九州北部付近に停滞した。又、日本の南

海上には台風第６号、７号、８号があり、これらの影響で梅雤前線の活動は活発となり、西日本から関東

地方南部にかけては 400～600mm、山間部の多い所では 1,000mm 前後の大雤が降った。この大雤により、

中国地方では河川の氾濫による浸水害が多発し、愛知県や岐阜県、神奈川県では山がけ崩れや河川の氾濫

により多数の死者が出た。気象庁は、７月３日から 13 日の大雤を「昭和 47 年７月豪雤」と命名した。 

 

■口羽観測所の降水量時系列 データ：昭和 47 年 7 月豪雨災害誌（島根県） 

口羽：昭和47年7月豪雨の降水量時系列
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 風水害等対策－13 

 ３．昭和 58 年 7 月豪雨時の状況（1983 年） 

 

■期間降水量図 出典：気象庁 災害をもたらした気象事例 

 

 

７月 20 日から 21 日にかけて、低気圧が日本海を進んで梅雤前線の活動が活発となり、23 日にかけて本

州の日本海側を中心に大雤となった。特に島根県西部の浜田では、１時間降水量 91.0mm（23 日）、日降

水量 331.5mm（23 日）を観測するなど記録的な大雤となり、山がけ崩れ、土石流、洪水が相次いで発生

し、100 名を超える死者・行方不明者が出た。 

 気象庁は、７月 20 日から 23 日にかけての大雤を「昭和 58 年７月豪雤」と命名した。 

 

■瑞穂地域気象観測所の降水量時系列 データ：気象庁 気象観測電子閲覧室 

瑞穂：昭和58年7月豪雨の降水量時系列
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 風水害等対策－14 

■降水量分布（大阪管区気象台、1983） 

出典：1983 年 7 月梅雨全線による島根豪雨災害現地調査報告書（科学技術庁国立防災科学技術センター） 

  

■人的被害の状況 出典：昭和 58 年 7 月豪雨災害の記録（島根県） 

  

  

  
死

亡 

死亡原因 

重

傷

者 

原因内訳 

軽

症

者 

計 

山崖崩れ 水 死 そ

の

他 

山 崖 崩

れ に よ

る 家 屋

の倒壊 

山 崖 崩

れ に 巻

き 込 ま

れ 

川に

転落 家屋の

倒壊 

土砂 避難途

中 

その他 

瑞穂町 2        2    1          3  

羽須美村                     1  1  

 
■住家被害の状況 出典：昭和 58 年 7 月豪雨災害の記録（島根県） 
  全壊 流失 半壊 一部破壊 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 

羽須美村 7  9  15  2  2  3  13  15  39  1  1  2  

瑞穂町 3  3  7        13  13  55  9  9  25  

石見町 8  8  22  3  3  7  28  28  102  53  53  132  

計 18  20  44  5  5  10  54  56  196  63  63  159  

 
  床上浸水 床下浸水 計 

棟 世帯 人 棟 世帯 人 棟 世帯 人 金額（千円） 

羽須美村 50  50  145  132  132  404  205  209  608  223,600  

瑞穂町 47  47  139  288  288  903  360  360  1,129  493,600  

石見町 67  67  222  252  252  579  411  411  1,064  768,100  

計 164  164  506  672  672  1,886  976  980  2,801  1,485,300  
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 風水害等対策－15 

■避難指示の状況 出典：昭和 58 年 7 月豪雨災害の記録（島根県） 

 発令日時 発令手段 発令区域（地区名） 

羽須美村 7 月 23 日 4 時 30 分 有線放送 全村 

瑞穂町 7 月 23 日 3 時 50 分 有線放送 全地区（市木、田所、出羽、高原、布
施） 

石見町 7 月 23 日 2 時 30 分 町広報無線 矢上、中野、井原、日貫、日和 

 
■土砂災害による被害状況 出典：昭和 58 年 7 月豪雨災害の記録（島根県） 

   

箇所数 
人的被害 住宅被害 

負傷者 合計 全壊 半壊 一部破損 合計 

羽須美村 土石流（11） 1  
2 

2  4  9  
27 

急傾斜（8） 1  3  2  7  

瑞穂町 土石流（5）       4  1  
13 

急傾斜（8）     2  2  4  

石見町 土石流（1）           
24 

急傾斜（21）     5  4  15  



風水害等対策編－第１章 総 則 

 

風水害等対策－15-1 

４．平成２５年 邑南町８．２４豪雨の状況（2013 年） 

 

■アメダス地点の降水量分布図 （平成 25 年 8 月 23 日 08 時～25 日 15 時） 

出典：松江地方気象台 

 

8 月 23 日から 25 日にかけて、西日本をゆっくり南下した前線に向かって、南海上から暖かく

湿った空気が、太平洋高気圧の縁を回って流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となった。

島根県西部では、24 日の明け方と 25 日の明け方に猛烈な雤が降り、24 時間降水量が多いところ

で 400 ミリを超え、8 月の月降水量平年値の約 3 倍の記録的な大雤となった。 

この大雤により、島根県邑智郡邑南町において死者 1 人、江津市と浜田市において住家の全壊 7 

棟となった。また、河川の護岸と道路の路肩や法面の崩壊が多数発生し、住家の浸水と農地の冠水

が発生したほか、土砂災害による住家の被害も多数発生した。その他、停電や断水、交通機関の運

休など大きな影響が出た。（被害の状況は、島根県調べ(9 月 13 日現在)） 

 

■邑南町内観測所の２３日１６時からの２４時間降雤量 
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風水害等対策－15-2 

■日貫（砂防）の降水量 

 

 

■災害体制・避難情報 

日 時間 気象等情報 対 応 

8/23 16:24 大雤洪水注意報  

8/24 0:21 大雤警報 準備体制 

 2:35 洪水警報  

 3:00  災害第１体制（課長補佐以上参集） 

 3:15 土砂災害警戒情報  

 3:30 気象台ホットライン「最

大限の対応を」呼びかけ 

 

 3:45  災害第２体制（係長以上参集） 

災害対策本部設置 

避難勧告 日貫中央自治会 156 人、62 世

帯 

 3:55  避難準備 全町 11,183 人、4,523 世帯 

 4:03 記録的な大雤に関する

島根県気象情報 第８

号 

 

 4:50  避難勧告 石見地域 5,277 人、2,051 世帯 

 5:10  避難勧告 瑞穂地域 4,286 人、1,743 世帯 

 5:30  災害第３体制（全職員参集）本部継続 

 5:55  避難勧告 羽須美地域 1,620 人、729 世

帯 

8/25 7:30  災害第２体制（課長等指示による）本部継

続 

 11:20 邑南町の大雤・洪水警報

が注意報に 

 

 12:00  災害第１体制 本部継続 

避難勧告 全町解除 

9/9 17:15  災害第１体制解除 本部継続 

9/13   災害対策本部廃止 
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風水害等対策－15-3 

■避難状況 

地域 避難所数（箇所） 避難者数（人） 

羽須美 ２ ８ 

瑞穂 ５ ６７ 

石見 １３ ２８５ 

合 計 ２０ ３６０ 

※ 最多避難者数 ２４日夕方 ９避難所に２２０人 

■被害状況 

○人的被害 死亡１人 

 

○家屋被害（戸） 

地域 大規模半壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水 

羽須美   ５   

瑞穂     １１ 

石見 ２ ３ １２ ４ ６９ 

合 計 ２ ３ １７ ４ ８０ 

非住家    ２ ５ 

 

○一時的孤立集落 

瑞穂 鱒渕 馬野原緩木 ４戸 

石見 井原 沢久谷 １０戸 

石見 井原 野原谷 ４戸 

石見 井原 断魚 ８戸 

石見 井原 獺越 ９戸 

石見 日貫 東屋 １戸 

石見 日貫 福原 ３戸 

石見 日貫 青笹上の段 ４戸 

 

○災害復旧 

区分 箇所 金額（千円） 

農地農業用施設 ３７１ 707,063 

公共土木施設 １８７ 1,548,894 

林道 ５１ 232,981 

島根県（河川、道路、砂

防） 

１１１ 1,337,538 

合 計 ７２０ 3,826,476 
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 風水害等対策－16 

第 4．気象災害（土砂災害を含む）の想定 

本地域の大災害としては、昭和 47 年、昭和 58 年の豪雤災害があげられる。いずれの場合も、

中小河川の氾濫を伴い、又、山崩れ、がけ崩れ等、土砂による被害が大きい状況である。特に、

昭和 58 年 7 月豪雤は、梅雤末期の記録的な豪雤により、山崩れ、がけ崩れを発生させ大災害の

引き金になっており、地形条件がより被害を増大させる傾向にある。 

 

 １．江の川の氾濫 

羽須美地域に関しては江の川の氾濫も想定され、平成 14 年 1 月に国土交通省中国地方整備

局が、概ね 100 年に 1 度の大雤（江の川流域の 2 日間総雤量 323mm）による浸水想定区域図

を公表している。 

作成：国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 ,国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 

指定年月日：平成 14 年 1 月 31 日 

 

■出羽川合流点（下口羽地区） 出典：江の川浸水想定区域図 
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 風水害等対策－17 

■宇都井谷川合流点（下郷地区） 出典：江の川浸水想定区域図 
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 風水害等対策－18 

 ２．出羽川及び内水によるはん濫 

本町には江の川の支流として、出羽川、濁川、八戸川などの中規模な河川が谷底平野や盆地

を流れ、その支流が数多くの谷をつくっている。いずれの河川も勾配・蛇行が大きく、集中豪

雤の際には急に水かさが増す特徴がある。又、江の川との合流点に形成される小規模な沖積平

野や支川同士が合流する箇所では、排水が滞るため内水による冠水を受けやすい箇所がある。 

なお、盆地部では一般に段丘地形が発達しており、又河川改修により無堤防箇所が尐なくな

りつつあることから、浸水区域が大きく広がるような大規模な浸水は尐ない条件にある。 

 洪水頻度としては、出羽川については、下流部（雪田川合流点まで）は１／30 年確率（194mm

／日）で河川整備がされているが、それより上流は１／5 年確率程度となっている。他の河川

も含め、大水により堆積と侵食の場所が常に変動する傾向もあり、エリア的には小規模な浸水

であるが甚大な被害を受けることや、河川施設の被害は、常にあるものと考える必要がある。 

 

■出羽川流域の洪水被害履歴 出典 一級河川江の川水系出羽川流域河川整備計画（島根県） 

 

 

 

 

出羽川流域の洪水被害履歴（支川を含む） 
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 風水害等対策－19 

 ３．土砂災害 

本町は、急峻な山地など地形条件、花崗岩等が風化したマサ土の斜面が多い地質条件に加え、

土地利用の制約から集落近くの急傾斜地、土石流危険渓流が極めて多い状況にある。今までも

度々、土砂災害を受けており、特に甚大な被害に至ることが多いことから注意を要する。 

なお、山腹崩壊や急傾斜地の崩壊など斜面崩壊については、雤量（累積雤量を含む）と崩壊

の応答が不明確であるが、的確な避難情報の基準づくりに努める必要がある。 

 
■土石流危険渓流 （島根県土木部砂防課） 

  
土石流危険渓流Ⅰ 土石流危険渓流Ⅱ 

土石流危険渓流に
準ずる渓流Ⅲ 

土石流危険渓流危
険箇所計 

旧羽須美村 35 99 78 212 

旧瑞穂町 60 167 127 354 

旧石見町 52 89 52 193 

邑南町計 147 355 257 759 

備考 人家５戸以上等の渓流 人家１～４戸の渓流 

人家はないが今後新規

の住宅立地等が見込ま

れる渓流 

平成１5 年公表 

 

■急傾斜地 （島根県土木部砂防課） 

  
急傾斜地崩壊危険
箇所Ⅰ 

急傾斜地崩壊危険
箇所Ⅱ 

急傾斜地崩壊危険
箇所Ⅲ 

急傾斜地崩壊危険
箇所計 

旧羽須美村 33 140   173 

旧瑞穂町 28 183   211 

旧石見町 26 142   168 

邑南町計 87 465 0 552 

備考 人家５戸以上等の箇所 人家１～４戸の箇所 

人家はないが今後新規

の住宅立地等が見込ま

れる箇所 

平成１5 年公表 

 

■地すべり （島根県土木部砂防課） 

  

地すべり危険箇所
数(砂) 

地すべり危険箇所
数(農) 

地すべり危険箇所
数(林) 

地すべり危険箇所
数計 

旧羽須美村 5 1 1 7 

旧瑞穂町 0 1   1 

旧石見町 2 10 1 13 

邑南町計 7 12 2 21 

備考 
国土交通省河川局砂防

部所管箇所 (平成１０年

公表) 

農林水産省農村振興局

公表箇所 (平成１０年公

表 

農林水産省林野庁公表

箇所(平成１０年公表)。  
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 風水害等対策－20 

 ４．豪雪災害 

近年、豪雪に伴う雪害に見舞われることは殆どないが、過去の雪害としては昭和 37 年 12 月

～昭和 38 年 2 月にかけて島根県を含む山陰地方一帯に及ぶ豪雪が記録されている。 

特に島根県下では昭和 38 年 1 月～2 月にかけて豪雪となり、道路など公共土木施設や山林等

に大きな被害が発生し、県下では死者 19 名を数える大きな災害となった。 

12 月中旬より 3 月中旬にかけて日本付近の気圧配置は西高東低の冬型となる。そして、大陸

高気圧から北西季節風となって吹き出してくるシベリア寒気団が、日本海にわたる間に下から

暖められて湿りけを増し、山脈にぶつかって上昇気流となり雪を降らせる。季節風の強いとき

は、山沿い地方では多量の雪が積もり、中国山地の山間地にある本町ではこうした時期、道路

も除雪が追いつかず交通の不通、なだれ、雪の重みによる住家や施設の倒壊、山林被害、孤立

する集落などが予想される。 

 

■昭和３８年１月豪雪期間降雪量 出典：気象庁 災害をもたらした気象事例 

 
 

 
 

■ 孤立予想地区 出典：島根県地域防災計画資料編 
地域 地区名 世帯数 人口 

羽須美 

青石 5 7 

後山 9 25 

細貝 14 31 

大所 1 2 

川角 10 16 

大草 2 4 

瑞穂 

猪子山 14 22 

道明 14 39 

奥亀谷 16 33 

大草 17 37 

布施畑 3 5 

馬野原・緩木 4 18 

円の坂 5 12 

金淵 7 19 

田野原 12 29 

石見 

野原谷 4 14 

断魚 10 24 

福原 31 100 

青笹 11 17 

中山 9 18 

有安 4 10 

田代 4 5 

浜井場 14 43 

東屋 10 18 

鉄穴ケ原 13 36 

邑南町計 243 584 
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 風水害等対策－21 

 第 4節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱 

 

 第 1．実施責任 

  １．邑南町  

  町は、町域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災の第一次的責任

者として、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力

を得て防災活動を実施する。 

  

  ２．島根県  

  県は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害の規模

が大きく町域を超えて広域にわたり、町で処理することが不適当と認められるとき、あるいは

防災活動内容において統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなど

に、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て

防災活動を実施する。又、町及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行

う。 

  

  ３．指定地方行政機関  

  指定地方行政機関は、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するた

め指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県

及び町の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

  

  ４．指定公共機関及び指定地方公共機関  

 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み自ら防災活動を

実施するとともに、町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。   

  

  ５．公共的団体及び防災上重要な施設の管理者  

  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

警戒宣言発令時及び災害時には災害応急措置を実施する。 

 又、町その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

  

  ６．住民及び自主防災組織等  

  自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民はその自覚を持ち、平常時より災

害に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動する。又、災

害時には、初期消火や被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する各

機関に協力するよう努めるものとする。 
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 風水害等対策－22 

 第 2．処理すべき事務又は業務の大綱 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

邑 南 町 

① 防災会議に関する事務 

② 災害予防に関して 

ア．防災に関する組織の整備 

イ．公共団体及び住民の自主防災組織の育成指導 

ウ．防災のための知識の普及、教育及び訓練 

エ．防災に必要な物資及び資材の備蓄整備 

オ．防災に関する施設及び設備の設置、改良及び整備  

カ．その他邑南町地域に係わる防災予防対策 

③ 災害応急対策に関して 

ア．災害予警報など情報（災害に関する警戒宣言、地震予知

情報等を含む）の収集伝達及び被害調査 

イ．災害広報 

ウ．避難の勧告、指示及び避難者の誘導並びに避難所の開設 

エ．被災者の救出、救護及び保護 

オ．災害時の清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置 

カ．消防・水防その他の応急措置 

キ．被災児童、生徒等に対する応急の保育及び教育 

ク．公共土木施設、農地及び農林漁業用施設等に対する応急

措置 

ケ．交通整理、警戒区域の設定その他社会秩序の維持 

コ．緊急輸送の確保 

サ．災害時におけるボランティア活動の支援 

シ．その他邑南町地域に係わる災害応急対策 

④ 災害復旧対策に関して 

ア．災害復旧に関する新設、改良並びに指導 

イ．邑南町の管理に係わる施設の復旧 

江津邑智消防組合 

① 消防に関する施設及び組織の整備 

② 防災思想の普及並びに防災に関する教育及び訓練 

③ 災害発生の予防及び被害の拡大防止 

④ 災害発生による被害の調査、報告及び情報の収集 

⑤ 被災者の救難、救助及びその保護 

⑥ 避難の誘導 

⑦ 消防・水防の通信及び気象情報の収集、伝達 

邑南町消防団 

① 災害時の消防、水防活動 

② り災者の救出及び避難の誘導 

③ 非常警戒及び防火診断 

④ 災害時における応急復旧作業 

県

機

関 

島根県 

① 防災に関する施設及び組織の整備 

② 防災思想の普及並びに防災に関する教育及び訓練 

③ 災害発生の予防及び被害の拡大防止 

④ 災害による被害の調査、報告及び情報の収集 

⑤ 被災者の救難、救助及びその他の保護 

⑥ 災害応急対策及び災害復旧資材の確保 

⑦ 災害時における文教対策 

⑧ 被災施設及び設備の応急復旧 

⑨ 災害復旧の実施 

⑩ 緊急通行車両の確認 

⑪ 市町村、指定地方行政機関及び指定公共機関等の防災事務

又は業務の実施についての総合調整 
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 風水害等対策－23 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

県 

機 

関 

 

⑫ 災害救助法の適用 

⑬ 自衛隊及び関係防災機関との連絡 

⑭ 自衛隊の災害派遣要請 

西部農林振興センター 

（県央事務所） 

① 災害復旧のための農業経営及び農村生活の改善に関する

科学的技術及び知識の普及指導 

県央県土整備事務所 

① 公共土木施設に対する応急措置 

② 公共土木施設の新設改良、防災並びに災害復旧 

③ 道路の除排雪及び雪崩対策 

④ 農地・農業用施設に対する応急措置 

⑤ 農業用施設の新設改良、防災並びに災害復旧 

⑥ 治山施設の新設改良、並びに災害復 

県央保健所 

① 医療、助産、飲料水、防疫、衛生に関する対策 

② 医療施設の災害対策 

③ 廃棄物処理対策 

島根県浜田教育事務所 ① 災害時の教育関係被害情報の収集などの文教対策 

川本警察署 

① 災害情報の収集 

② 避難誘導 

③ 救出・救護 

④ 交通秩序の維持 

⑤ 死体の検視、見分 

⑥ 行方不明者の調査及び迷い子等の保護 

⑦ 地域安全対策 

指
定
地
方
行
政
機
関 

中国財務局 

① 金融機関に対する緊急措置の指示 

② 地方公共団体に対する災害融資 

③ 災害復旧事業の査定立会 

中国四国厚生局 
① 独立行政法人国立病院機構との連絡調整（災害時における

医療の提供） 

中国四国農政局 

松江地域センター 

① 災害時における主要食糧等の需給に関すること 

近畿中国森林管理局 

① 国有林、公有林野等官公造林地における森林対による災害防除 

② 国有林、公有林野等官公造林地における保安林、保安施設、

地すべり防止施設等の整備及びその防災管理 

③ 災害対策に必要な木材国有林の供給 

中国経済産業局 

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

② 電気、ガスの供給の確保に必要な指導 

③ 被災地域において必要とされる災害対応物資生活必需品、

災害復旧資材等の適正価格による円滑な供給を確保するため

必要な指導 

④ 被災中小企業者の事業再建に必要な資金融通の円滑化等の

措置 

中国運輸局 

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

② 輸送等の安全確保に関する指導監督 

③ 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整 

④ 船舶運航事業者に対する航海命令 

⑤ 自動車運送事業者に対する運送命令 

 

大阪航空局 
① 災害時における航空輸送の調査及び指導 

② 災害時における関係機関と航空輸送者との連絡調整 

大阪管区気象台 

松江地方気象台 

① 地震情報の発表と伝達 

② 気象等予報及び警報の発表と伝達 
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 風水害等対策－24 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

中国総合通信局 

① 非常無線通信の確保（電波法第 74 条参照） 

② 非常事態における有線電気通信の確保（有線電気通信法第

15 条参照） 

③ 災害対策用移動通信機器等の貸与及び携帯電話事業者等に

対する貸与要請 

島根労働局 

① 産業災害防止についての監督、指導 

② 被災労働者に対する救助、救急措置に関する協力及び災害補

償の実施ならびに被災労働者の賃金支払についての監督指導 

③ 被災事業場の再開についての危害防止上必要な指導 

④ 災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するた

め､離職者の発生状況、求人・求職の動向等に関する情報の収

集・ 把握及び離職者の早期再就職への斡旋の実施 

⑤ 雇用保険の失業給付に関する特例措置の実施 

⑥ 被災事業主に対する特別措置等の実施 

中国地方整備局 

浜田河川国道事務所 

① 直轄土木施設の計画、整備、災害予防応急復旧及び災害復

旧 

② 地方公共団体からの要請に基づく応急復旧用資機材、災害

対策用機会等の提供 

③ 国土交通省所掌事務に関わる地方公共団体等への勧告、助

言 

④ 災害に関する情報の収集及び伝達 

⑤ 洪水予報及び水防警報の発表及び伝達  

⑥ 災害時における交通確保⑦ 緊急を要すると認められる

場合は、申し合わせに基づく適切な応急措置を実施 

陸上自衛隊出雲駐屯地 ①災害緊急対策及び災害復旧対策の実施 

指
定
公
共
機
関 

日本郵便株式会社 

中国支社 

① 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③ 被災者あて救助用郵便物の料金免除 

④ 被災者救助団体に対するお年玉葉書等寄付金の配分 

⑤ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振

替の料金免除 

⑥ 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱い 

⑦ 簡易保険福祉事業団に対する災害救助活動の要請 

⑧ 被災地域の地方公共団体に対する簡保積立金の短期融資 

西日本旅客鉄道株式会社 
① 鉄道による緊急輸送の確保 

② 鉄道の安全管理及び事故対策 

日本貨物鉄道株式会社 
① 鉄道による緊急輸送の確保 

② 鉄道の安全管理及び事故対策 

西日本電信電話株式会社 
① 電気通信施設の防災管理及び応急復旧 

② 緊急を要する電話通話の取扱い 

株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ 

中国支社島根支店 

① 電気通信施設、設備の整備及び防災管理 

② 災害非常通信の確保 

③ 被災電気通信施設、設備の応急復旧 

日本赤十字社 

島根県支部 

① 医療、助産等救助保護の実施 

② 災害救助等の強力奉仕者の連絡調整 

③ 義捐金品の募集及び配分 

日本放送協会 

① 気象等予警報の放送 

② 災害応急対策等の周知徹底 

③ その他災害に関する広報活動 

西日本高速道路株式会社 ① 管理する道路等の防災管理及び災害復旧 
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 風水害等対策－25 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

② 災害救助、水防、消防活動等災害緊急車両の通行に伴う料

金徴収の免除の取扱 

中国電力株式会社 

浜田営業所 

① 電気供給施設の災害予防措置を講ずるとともに、災害時に

おいての電力供給の確保 

② 発災後、被災状況を調査し、供給不能等の需要者に対して

早期復旧 

日本通運株式会社 ①  陸路による緊急輸送の確保 

指

定

地

方

公

共

機

関 

山陰放送株式会社 

山陰中央テレビジョン 

放送株式会社 

日本海テレビジョン 

放送株式会社 

株式会社エフエム山陰 

① 気象等予警報の放送 

② 災害応急対策の周知徹底 

③ その他災害に関する広報活動 

石見交通株式会社 
① 陸路による緊急輸送の確保 

② 運航車両等の安全管理及び事故対策 

島根県医師会 ① 災害時における医療救護活動の実施 

島根県看護協会 ① 災害時における医療救護活動の実施 

島根県エルピーガス協会 
① エルピーガス施設の防災管理と災害復旧 

② エルピーガスの供給 

そ
の
他
公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

土地改良区 
① 水門、水路、ため池、排水機場等の施設の防災管理及び災

害復旧 

農業協同組合連合会 

島根県本部 

① 緊急物資の調達 

② 陸路による緊急輸送の協力 

島根おおち農業協同組合 

① 町が実施する被害状況調査及び応急対策の協力 

② 農作物の災害応急対策の指導 

③ 被災農家に対する融資又は融資の斡旋 

④ 農業生産資機材及び農家生活資材の確保と斡旋 

⑤ 物資輸送の協力 

⑥ 共同利用施設の防災対策及び復旧 

農業共済組合 ① 被災組合員の災害補償 

邑智郡森林組合 

① 町が実施する被害状況調査及び応急対策の協力 

② 被災組合員に対する融資又は融資の斡旋 

③ 林業災害調査及び応急対策 

商工会 

① 町が実施する被害状況調査及び応急対策の協力 

② 被災商工業者に対する融資及び融資の斡旋 

③ 物価安定についての協力 

④ 救助物資、復旧資材の確保協力及び斡旋 

医療機関経営者 

① 避難施設の整備と避難訓練を実施 

② 被災地の病人等の収容、保護 

③ 災害時における負傷者の医療救護、助産救助 

一般運輸業者 ① 緊急輸送に対する協力 

ダム施設の管理者 ① ダム等施設の防災管理 

溜池管理者 ① 農業用溜池等の防災管理 

邑南町社会福祉協議会 
① 被災者の救援、その他災害時における応急対策の協力 

② 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資受付 

社会福祉施設経営者 ① 被災者の保護についての協力を行う。 

金融機関(山陰合同銀行･島

根おおち農業協同組合・島根

中央信用金庫・各支店等） 

① 被害世帯及び事業者等に対する非常払出融資 
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 風水害等対策－26 

機関名 処理すべき防災事務又は業務の大綱 

学校法人 
① 応急教育対策及び被災施設の災害復旧 

② 被災者の一時収容等応急措置についての協力 

危険物等の管理者 ① 危険物等の保安措置 

エルピーガス取扱機関 
① エルピーガス施設の防災管理と災害復旧 

② エルピーガスの供給 

報道機関 
① 防災知識の普及と各種予警報等の周知徹底 

② 情報、応急対策等の周知徹底 

自主防災組織・集落等自治

組織 

① 防災組織の普及及び防災訓練を実施 

② 地域における住民の避難誘導、被災者の救護、感染症予防

物資の配給、防犯その他町が実施する応急対策について協力 

土木建築業者 ① 災害時における応急対策及び災害復旧の協力 

一般運送事業所 ① 災害時における緊急輸送の協力 

青年各種団体 

① 緊急物資調達の協力 

② 避難所への誘導 

③ 応急復旧作業現場における危険を伴わない軽易な作業 

婦人会 

① 災害時における応急対策活動及び義援金品等の募集につ

いて協力する 

② 避難所における炊出し及び保育 

公立学校（小・中学校) 

① 児童生徒等の避難保護 

② 応急教育対策及び被災箇所の応急復旧 

③ 被災者の一時収容措置についての協力 

文化財施設等の管理者 ① 重要文化財等の防火管理 

保育所 

① 保育児の避難保護 

② 被災施設の災害復旧 

③ 被災者の一時収容措置についての協力 

 

防災対象物の管理者 
① 避難施設の整備と避難等の訓練 

② 災害時における応急対策及び被災施設の災害復旧 

危険物等施設の管理者 

① 施設の整備等災害予防対策を実施 

② 災害時における危険物等の保安措置を行い、防災活動につ

いて町に協力 
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 風水害等対策編－第 2章  風水害等予防計画 

  

第 1節 浸水災害の予防 

 

【基本方針】 

  梅雤、台風のような気象条件の下で、多雤、集中豪雤、強風などにより河川の氾濫が発生し、

流域の人家等に被害を及ぼすおそれがある。 

 そのため､被害を受けやすい区域について、危険区域の指定を検討し、必要な河川堤防等の整備

事業を实施し、従来から实施されているものについては、更に整備を推進していく必要がある。 

 

【実施内容】 

 １．河川等氾濫の防止対策 

① 河川等の重要水防区域及び危険な箇所の把握 

 町は、県が把握している河川等の重要水防区域及び危険な箇所について、住民への周知に

努めるとともに、町独自に、河川等の災害危険性等に関する以下の状況を把握し、その結果

を必要に応じ、関係地域の住民に周知する。 

ア．河川等の形状、地盤高に応じた浸水危険性の把握 

イ．避難路上の障害物等の把握 

ウ．指定避難所等の配置状況・建築年度等の把握 

エ．危険区域内に居住する住民構成や地域・近隣単位の自主避難体制の検討 

 （避難についての詳細は、第 8 節「避難予防対策」を参照。） 

② 河川等氾濫の防止施設の整備の推進 

 町は、従来からの河川等の氾濫を念頭にした河道拡幅、築堤、河床掘削等による河道の整

備、遊水地、分水路等の建設及び下水道事業による雤水排水の整備など治水施設等の整備を

進める。 

 又、既存施設の老朽点検を行い、特に重要な施設から改修等を計画的に实施する。 

 なお、町内の河川については、時間雤量 50mm 相当の洪水に対する整備を推進する。 

③ 水防資材器具等の整備の推進 

 水防資材器具等の整備状況及び整備計画については、「邑南町水防計画」参照。 

  

 ２．浸水想定区域内福祉施設の避難対策 

  町は、浸水想定区域内に位置し、高齢者、障害者、乳幼児等、特に防災上の配慮を要する者

が利用する施設で、洪水時に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認め

られる施設の名称及び所在地把握をしておくものとする。 

 

 ３．水防計画 

 水防計画の策定に当たっては、洪水・高潮の発生時における水防活動その他の危険を伴う水

防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するものとする。 

 

４．洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

テレビやラジオ等の他、町からは防災行政無線、CATV、広報車、緊急速報メール等により伝

達する。
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第 2節 土砂災害の予防 

 

第 1．暴風雨に対する災害予防 

【基本方針】 

  異常降雤等により、災害発生のおそれのある場合は次により危険区域、河川用排水路巡視点検

等を行い、災害の未然防止と被害の早期発見に努めるものとする。 

 

【実施内容】 

 １．危険区域の巡視 

  危険区域の警戒責任者（第９【实施内容】１．②）は、気象台の予警報が発せられたとき、

又は異常気象等により必要と認めたときは、危険個所を巡視警戒し、異常のあったときは、直

ちに災害防止の措置を講ずるとともに、町長又は江津邑智消防組合へ連絡するものとする。 

  監視責任者のほか江津邑智消防組合又は町は、必要に応じ危険区域等を巡視し防災に必要な

指示並びに措置を講ずるものとする。 

 

 ２．河川の浚渫 

  河川の浚渫は、平常時において関係機関並びに関係者の協力により頻繁に实施し、排水能力

の確保を図るものとする。 

 

 ３．用排水施設の防災措置 

  災害の発生するおそれのあるときは、用排水施設の管理者等は直ちに用排水施設の点検をな

し、定められた防災の措置を講ずるとともに、その状況を町長又は江津邑智消防組合へ連絡す

るものとする。 

 

 ４．水防資機材の点検配備 

  江津邑智消防組合及び危機管理課は、平素から備蓄資器材の点検補充整備を行い、異常気象

等災害の発生のおそれのある場合は直ちに町内調達先の調達可能数量を調査把握するとともに、

必要と認めるときは資器材等の現場配備を行うものとする。 

 

  ５．気象現象等の放送 

  異常気象の際は、江津邑智消防組合が観測する雤量等の状況を逐次一般に放送し、町民の状

況と心構えの資料に供するものとする。 

 

第 2．土砂災害予防  

【基本方針】 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域に指定された地域内における新たな宅地開発や、高齢者や障害者ら

災害時要援護者が入所している施設の建設を抑制する。また、町は指定された土砂災害警戒区域

において、土砂災害危険箇所等について行う住民の安全確保対策と同様の対策を講ずるよう努め

る。 

 

【実施内容】 

 １．土砂災害警戒区域における対策 

  町は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令と伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体

制に関する事項を定め、円滑な警戒避難の实施に必要な情報を住民に周知するよう努める。 
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 第 3．地すべり災害予防  

【基本方針】 

 地すべり災害の予防は、地すべり区域における排水施設、擁壁、その他の地すべり防止施設を

新設、改良することによってその効果を期するものとし、更に当該区域の居住者に対しては、そ

の移転についての勧告等必要な措置を講ずるものとするが、地すべり地帯に対する当面の予防措

置は、次のとおりとする。 

 

【実施内容】 

  １．予防査察の実施 

      地すべり地帯における地すべり区域の把握のため各種調査を实施し、予防計画を樹立するも 

のとし、地すべり区域について巡視を行い危険の発見に努める。 

 

  ２．地すべり防止工事の促進 

      原因の判明した地すべり区域については、重要度に応じ順次防止工事を实施し、地すべりの 

防止又は軽減に努める。 

 

  ３．警戒避難体制の確立 

  町は、地すべり区域ごとに警戒又は避難を行うべき基準を策定し、関係住民に周知徹底する

ものとする。 

 

 第 4．急傾斜地崩壊災害予防  

【基本方針】 

 がけ崩れによる危険がある地域については、防災上緊急度の高いものから急傾斜地崩壊危険区

域に指定し、急傾斜地崩壊対策事業を实施するとともに、人命保護の立場から次の措置を講ずる

ものとする。 

 

【実施内容】 

  １．急傾斜地崩壊危険箇所の周知 

      町は、急傾斜地の資料を関係住民に提供するものとする。 
 

  ２．警戒避難体制の確立 

  町は、急傾斜地崩壊危険箇所ごとに警戒又は避難を行うべき基準を策定し、関係住民に周知

徹底するものとする。 
 

  ３．急傾斜対策工の促進 

  町は、危険度の高い区域について、必要に応じ、当該土地所有者、管理者等に対しそれら急

傾斜地崩壊防止工事の施行の勧告を行うなど急傾斜地崩壊対策事業の促進を図る。 
 

  ４．住宅移転の促進   

町及び県は、急傾斜地崩壊危険区域内の著しく危険な住宅について、がけ地近接危険住宅移

転事業等により、移転促進を図るものとする。 

 

  ５．その他 

  以上の事項を实施するため、町及び関係機関は、総合的かつ効率的に連絡調整を図るものと

する。 
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第 5．水害予防 

【基本方針】 

  郷土を災害から守り住民生活の安定を図っていくため、治山治水事業を強力に推進するととも

に道路及び橋梁の防水管理、農地の冠水防止等に努める。 

 

【実施内容】 

 １．治山、治水対策 

治山、治水対策は重要な事項である。これらの防災施設については、次により完備を図り災

害の防止を期する。 

① 治山事業 

   土砂礫の流出などによる被害を防止するため、植林等による林相の改善並びに下流における砂

防工事等の推進と相まって治山堰堤（えんてい）の築堤、渓流工事の实施等治山施設の完備を図

る。 

② 防災植林事業 

   山崩発生跡等必要な箇所へ防災植林を行い、山崩の防止を図るとともに荒廃林地の林種転換、

伐採跡の植林を積極的に指導推進し、林相の改善を図る。 

③ 河川改修の治水事業 

   出水時の堤防決壊が家屋及び耕地の浸水、土砂流入等被害の要因となっている現状であるが、

これら河川等についても堤防を強化してこれを防止する。 

 

 第 6．土石流災害予防  

【基本方針】 

土石流発生の危険がある地域については、防災上、緊急度の高いものから砂防指定地としての

指定を受け、砂防工事を实施し土石流災害対策事業を实施するとともに、人命保護の立場から、

次の措置を講ずる。 

 

【実施内容】 

  １．土石流危険渓流等の周知 

  ① 町は、土石流危険渓流等に関する資料を関係住民に提供する。 

  ② 町は、土石流危険渓流等の周知徹底を図るため現地に土石流危険渓流等である旨を表示するよ

う努める。 

 

  ２．警戒避難体制 

町は、警戒又は避難を行うべき基準を関係住民に周知徹底する。 

土石流警戒避難基準雤量暫定指針は次のとおりとする。 

連 続 雤 量 基 準 

警 戒 雤 量 120 ㎜ 

避 難 雤 量 150 ㎜ 

警戒監視については、第９.「災害危険区域等の指定・警戒及び危険箇所の調査」に準じて实

施する。 

 

  ３．土石流対策工の促進   

      町は、危険渓流について、緊急度の高いものから計画的に対策工事ができるよう県と協力し、

土石流の防止又は軽減に努める。 

 

  ４．住宅移転の促進   
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町及び関係機関は連絡調整を図り、土砂災害防止法を考慮の上、各種制度の活用により、人

命、財産等を土石流から保護するため、危険住宅の移転促進に努める。 

 

  ５．その他 

以上の事項を实施するため、町及び関係機関は、総合的かつ効率的に連絡調整を図る。 

 

 第 7．建築物災害予防  

【実施内容】 

  １．土地の選定 

① 住宅地域、商工業地域を建築基準法に準じて指定し、災害の防止を図る。 

② 山崩れ、がけ崩れ、河川周辺の低地帯及び堤防付近又は、地盤軟弱地帯の宅地選定を認め

ない。 

 

 ２．がけ地近接等危険住宅の移転 

 がけ地崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域に存する危険住宅の移転を

促進する。又、町、県等が一体となって資金援助を行う。 

 

 ３．防災のための集団移転 

  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に基づき、住民

の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団移転を促進するため資金援助を行う。 

 

 ４．土砂災害に対する安全性の確保 

  災害により、大量の土砂の移動等の発生が考えられるため、これらに対して耐えうる建築物

の耐力の確保等を図る。 

  

 第 8．宅地造成地の災害予防  

【基本方針】 

  宅地の造成に伴う崖くずれ、土砂の流失等崩落の発生を防止するため、宅地造成地を査察し、

一般的な行政指導を实施する。 

 

第 9．災害危険区域等の指定・警戒及び危険箇所の調査 

【基本方針】 

  災害危険区域の指定を促進し、これを警戒することにより災害の被害拡大を未然に防止するよ

う努めるとともに、被害拡大のおそれのあると思われる施設等を事前に調査しておくものとする。 

 

【実施内容】 

 １．災害危険区域の指定及び警戒 

①  危険区域の指定 

    災害時に迅速的確な災害対策を实施するため、町は、県及び防災関係機関と連携を図り、

災害の種類別の災害発生危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を促

進し、これを警戒するものとする。 

② 警戒責任者 

  災害発生危険区域の警戒責任者は、その区域の消防団の分団長とする。 

  警戒責任者は、平常時より危険区域の实態を把握し、必要に応じ警戒監視を行い、直ちに

町長に報告する。 

③ 警戒の方法 

  災害発生危険区域の警戒監視は、次により实施する。 
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ア．水害危険区域 

  警戒責任者は、気象予警報が発せられ、かつ、異常降雤等により水害発生のおそれのあ

るときは直ちに危険区域を巡視し、必要と認めるときは、警戒要員の配備を行う等警戒の

万全を期し、災害の早期防止に努めるものとする。 

イ．地すべり、土石流、落石等危険区域 

  地すべり、土石流、落石等の警戒監視については、水害危険区域の警戒監視に準じて实

施するものとするが、特に、監視者を委嘱して常時危険区域の観察を行うものとする。 

ウ．急傾斜地崩壊危険区域 

  急傾斜地の警戒監視については、水害危険区域の警戒監視に準じて实施するほか、危険

区域住民に対し、急傾斜地による危険が増大した場合における避難、その他必要な事項に

ついて周知徹底させるものとする。 

エ．火災危険区域 

  火災予警報の発せられたとき、又は異常乾燥強風時には、江津邑智消防組合は、消防車

による巡視警戒を行い、又平素において危険物取扱所、防火対象等の査察を行うものとす

る。 

④ 適切な土地利用の促進 

土地の利用に際しては、土地の形質、地質、社会条件、自然条件を十分に把握し、災害の

防止に努める。 

 基本的には、土地基本法の基本理念を踏まえ、国土利用計画法に基づく国土利用計画、土

地利用基本計画、都市計画法さらに土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律をはじめとする各種個別法令等により、適正かつ安全な土地利用への誘導規制を

図る。 

 

 ２．災害危険箇所の調査 

①  事前措置の対象となる設備又は物件の事前調査の方法 

    災害時において、その災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件等事前措   

置の対象となるものについては、危機管理課長は平素よりあらかじめ調査把握し、災害時の

措置が迅速に行われるよう備えておくものとする。 

②  災害危険設備等の管理者への予警告 

町長は災害時に被害の発生又は被害の増大するおそれのある設備又は物件の管理者等に対

し、必要に応じその管理等について警告し、又は事前措置の対象となるものについては、あ  

らかじめ連絡をしておくものとする 
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第 3節 建築物・公共土木施設災害の予防 

 

 道路、河川、上・下水道、電力、通信施設等の公共施設は、住民の日常生活及び社会、経済活

動上欠くことのできないものであり、又、災害復旧の際の重要な使命を担うものである。 

 このため、公共施設管理者に対し、被害予防に当たり、公共施設の整備を進めるよう指導する

とともに、これら公共施設の安全性の強化及び被害軽減のための諸施策を实施し、災害時の被害

を最小限に留めるよう万全の予防措置に努め、災害に強いまちづくりを推進する。 

 

第 1．建築物の災害予防 

【基本方針】 

 町の庁舎（出先を含む）、消防・警察等の防災機関の施設、医療機関の一部、学校、公民館等の防災

機関施設は、風水害等の災害時においては、応急対策活動の拠点となることに加え、一部避難施設とし

て利用されることもある。そのため､町及び関係機関は、これら施設の安全化を図り、機能を確保する。 

 又､庁舎、災害拠点病院等の施設については、大雤・台風等に伴う浸水に対する予防措置を施すと

ともに､停電に備えたバッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等の整備を進める。 

 

【实施内容】 

１． 各種データの整備保全 

 県及び町は復興の円滑化のため、あらかじめ各種データ（戸籍、住民基本台帳、不動産登記、

地積、公共施設・地下埋設物等情報及び測量図面等)の整備保存並びにバックアップ体制を整備す

る。 

 

 第 2．道路・橋梁の安全性の強化 

【基本方針】  

 道路や橋は、ライフラインとして多様な機能を果たしている。そして、災害発生時には、避難、

救護、消防活動等に重要な役割を果たし、又、火災の延焼を防止する等の役割も期待されるため、

被害の軽減の重要な柱として、道路の整備及び道路の一部としての橋梁の架け替え、補強等の整

備を推進する。 

 

【実施内容】 

 １．幹線道路対策 

 国道及び県道等の幹線道路については、それぞれが所管する道路について、安全性を強化し

た道路整備を推進する。 

 

 ２．町道対策 

① 地域の生活道路であるとともに、国、県道等の幹線道路を補完するものであり、重要経路

を最優先として、国・県道に準じた災害防止点検調査を实施する。 

②  山間部へ通じる町道はダブルアクセス道の確保を目指し、整備の推進を図る。 

 

 ３．農道及び林道対策 

 農道及び林道は、地域の生活道路としても使用されているが、災害や豪雤による被害が予想

されるため、山地崩壊、土砂崩壊、落石等について防止施設の設置を推進する。 

 

 ４．橋梁対策  

 橋梁の安全点検を行い、老朽化した橋については架け替え、補強等を推進するとともに既設

橋梁の落橋防止対策を講ずる等、災害時の避難、緊急物資の輸送に支障のないようにする。 

 



 風水害等対策－34 

 ５．応急復旧のための事業措置 

 町内だけでの応急復旧資機材等の調達は困難が予想されるため、建設業団体との災害応援に

関する協定づくりを推進する一方、災害応援に関する協定に基づく隣接市町村との連携強化等、

広域的な応援体制の確立に努める。 

 第 3．交通安全施設等の整備 

【基本方針】  

 災害発生時における緊急輸送路の確保を図るため、緊急輸送路に対し交通安全施設の増強及び

整備に努める。 

  

【実施内容】 

 １．交通規制用資機材の整備 

   緊急輸送路の確保等の際に使用する看板、交通規制標識、トラ柵の増強、整備を図る。 

 

第 4．まちの不燃化 

 【基本方針】 

 本町は、家屋が密集している道路狭隘市街地等では災害に対して極めて脆弱であり、総合的な

災害予防対策が必要であるため、災害に強い安全なまちづくりを促進する。 

 

 【実施内容】  

 １．災害に強い安全なまちづくりの促進 

 災害による建物等の崩壊又は火災を未然に防止し、延焼の防止を図るため、耐震耐火建築の

啓発に努めるとともに、公園・緑地、道路等の整備、公共施設、公用施設等の防災機能の強化

等災害に強い安全なまちづくりを促進する。 

 

 ２．防災空間・拠点の整備 

 災害時において、避難者の安全確保を図るため、公園等のオープンスペースを確保する。 

これらオープンスペースは、地域防災活動の拠点施設、延焼遮断帯として機能するほか、救護

活動、物資集積等の拠点としての利用、ガレキ集積場所、ヘリコプターの臨時離発着場として

の活用、応急仮設住宅の建設場所として利用することができ、極めて重要かつ多様な役割を果

たすことができる。 

 

 第 5．河川堤防の整備 

【基本方針】 

  災害発生時の堤防決壊による二次災害を防止するため、河川堤防等について、強化、改良等の

安全性向上対策を实施する。 

 

【実施内容】  

 施設の機能低下をきたしている箇所については、堤防のかさ上げ等の応急対策のほか、恒久対

策として、堤防の損傷に起因する浸水を未然に防止するため、改修を計画的に推進する必要があ

る。  

 又、排水施設についても、災害に対してその機能が保持できるよう改築及び整備を図る。 

 

 第 6．上水道対策 

【基本方針】  

 災害による水道の断水を最小限に留めるため、被害箇所をできる限り尐なくし、断水時間をで

きるだけ短縮するよう施設の安全性の強化に努める。又、応急給水を円滑に实施するために活用

可能な水源、配水場を最大限に利用するとともに、防災用資機材の整備拡充、防災非常体制の確
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立を推進する。 

 なお、大災害発生時の近隣市町村との連携について、協力体制を確認しておく必要がある。 

 

【実施内容】 

 １．応急給水体制と防災用資機材の整備 

 災害発生時における水道施設の被災により水道の給水機能を継続できなくなった場合は、住

民が必要とする最小限の飲料水を確保するため、災害応急対策計画に基づき応急給水活動を实

施する。応急給水方法は、避難場所、医療機関、水道水源及び配水場での拠点給水を原則とし、

供給される飲料水は水道水を原則とする。 

②  給水車、ポリタンクによる応急供給の整備 

② 災害時の配水施設の寸断に対応できるよう、各地区単位に「防災用井戸」の確保とろ過器

の整備の推進（遊離残留塩素 0.1 ㎎/ℓ 以上保持するよう塩素消毒を使用） 

③ 応急給水活動時における運搬車両、資機材、給水場所の確保 

④ 通信手段（無線機等）の確保 

⑤ 応急給水時における住民への広報体制の確立 

⑥ 住民の意向や給水に関する情報の収集 

 

 ２．防災非常時の体制の確立  

① 職員、水道工事業者及び防災関係機関等の初動体制、命令系統を平素から確立し、非常通

信連絡方法の調査及び訓練を行う。 

② 飲料水の供給あるいは施設の復旧が困難な場合は、他市町村、又は県へ応援を要請し、積

極的な協力を求める。 

  

 第 7．下水道等の整備 

【基本方針】  

 住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、災害時における下水道施設の機能を保持でき

るよう、施設の補強、整備に努めるとともに、設計については地質、構造等の状況を配慮する。 

 又、下水道施設の被災時における復旧作業を円滑に实施するため、緊急連絡体制の確立、復旧

資機材の確保及び復旧体制の確立を図る。 

 

【実施内容】 

  １．処理施設の整備  

① 処理施設は、災害により機能を損なう程の破損にいたらないよう、整備を図る。 

② 汚水送水管等の配管類は、可とう性伸縮継ぎ手を設置し、管の破損、切断を予防するとと

もに、重要な配管についてはバイパス化、複数化等によるバックアップ機能を検討し、必要

に応じて導入を図る。 

③ 機械設備は、移動、転倒及び破損が生じないよう支持及び固定し、安全対策を推進する。 

④ 電気設備は、管路等の浸水や自家発電設備の冷却水断水等による停電対策を図る。 

  

  ２．管路施設の整備  

① 管路施設のうち重要幹線管渠については、河川や軌道横断等の重要な箇所、軟弱地盤、地

盤急変箇所等において、必要に応じて地盤改良を实施するとともに、可とう性の管や伸縮継

ぎ手を設置し、構造化を図る。 

   さらに、特に重要な幹線については、施設のバイパス化、複数化や雤水管渠の活用等によ

るバックアップ機能を検討し、必要に応じて導入を図る。 

 ② マンホール及び取付管は、重要幹線について、必要に応じて地盤改良を实施するとともに、

可とう性伸縮取付管の設置を推進する。 
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  ３．応急体制づくり  

① 下水道台帳の整備はシステム化を図り、分散保管する。 

②  応急復旧マニュアルを整備する。 

③ 防災訓練 

    災害時の対応が円滑かつ的確にできるよう、緊急連絡伝達方法、応急対策の实施方法、応

急対策用資機材の運転及び取扱方法等について、定期的に防災訓練を实施する。 

④ 緊急連絡体制の確立 

    被害の把握や復旧のために、関係職員、関係行政機関、関係業者等の相互の連絡を確实に

行えるよう連絡体制を確立する。 

⑤ 復旧用資機材の確保 

    復旧に必要な資材及び機器の緊急調達についてあらかじめ定めておく。 

  

  ４．復旧体制の確立  

  被災時には、関係職員、関係業者、手持ち機械器具、復旧用資機材だけでは対応が不十分と

なることが予想されるため、他市町村との相互応援協力体制を確立することを検討する。 

 

 第 8．ＬＰガスの防護対策 

【基本方針】  

 町及びＬＰガス事業者は、次のとおり、災害予防のため、ＬＰガス施設について安全性に配慮

した整備を行うとともに、日常より定期点検等の实施、応急資機材の整備、防災訓練の实施等に

より災害予防対策を推進する。 

 

【実施内容】《ＬＰガス取扱事業所》 

 １．新規工事施工時及び定期の調査・点検等 

① ＬＰガス設備全般について、安全性が確保できるよう整備を進める。 

② 容器は、災害時に転倒しないように堅固で水平な基礎の上に設置し、転倒防止用のチェー

ンにより固定する。 

  

 ２．風水害等による二次災害の防止 

 風水害等による二次災害を防止するため、一般消費者に対して、特に高齢者にはわかりやす

く、災害時には速やかな対応ができるよう、次のような啓発を行う。 

① 災害発生時の初期防災活動等について記したパンフレット等を配布し、内容について説明する。 

② 災害発生時は、ガス器具の使用に留意し、異常があった時は販売事業者の点検を受けるよう指

導する。 

③ 災害発生時は、火を全部消し、元栓・器具栓を閉め、容器のバルブも閉めるよう指導する。 

 

 ３．消費者に対する周知啓発活動《ＬＰガス取扱事業所》 

 災害発生時には、ＬＰガス消費者自らガスの使用を中止し、器具栓、元栓を閉じるとともに、

容器バルブを閉じることが二次災害を防止するうえで最善の方策であるため、販売店等は災害

時に消費者がとるべき初期行動について啓発活動に努める。 

 

 第 9．電力施設の防護対策 

【基本方針】  

 中国電力㈱及びその他の電気事業者は、災害時における電力供給を確保し、民心の安定を図る

ため電力設備の防護対策に努めるものとする。 
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【実施内容】 

 １．設備面の対策《中国電力㈱》 

  ① 過去に発生した災害の实態を考慮し、各設備の被害防止対策を講ずる。 

  ② 軟弱地盤にある設備については、対策を考慮する。 

 

 ２．体制面の対策《中国電力㈱》 

① 設備の巡視及び点検を行い、保安の確保を図る。 

② 災害時のために日頃から資機材等確保の体制を確立する。 

③ 災害発生時に一時的に供給力が不足することも考えられるので、他電力会社との電力融通

体制を確立する。 

 

 第 10．通信施設の防護対策  

 災害発生時における通信機能の確保は、社会的な混乱の防止、災害対策の適切かつ迅速な实施

の上からも極めて重要な問題であり、防災関係機関は電気通信、専用通信等の施設の安全性確保

に全力をあげて取り組む必要がある。 

  なお、建物の倒壊や地盤の揺れ等に伴う通信施設の損壊や架空、埋設ケーブルが寸断される等、

災害発生時には、速やかに通信機器の機能回復を図るとともに、他の利用可能な通信施設との連

携を取り、通信手段を確保するための緊急対策及び抜本的対策を策定するとともに、各種通信対

策を図ることが必要である。 

  

【基本方針】  

 ＮＴＴ西日本は、国内電気通信事業の公共性を鑑み、災害時においても通信の確保ができるよ

う、設備の耐火及び伝送路の多ルート化等の防災対策を推進し、被害の未然防止を図る必要があ

る。 

 

【実施内容】 

  １．電気通信の防護対策 

《ＮＴＴ西日本》   

① 防災対策  

    ア．建物及び鉄塔の防災対策   イ．通信機器設備の固定、補強等 

    ② 伝送路の防災対策  

    ア．伝送ルートの多ルート化   イ．洞道網の建設促進及び整備 

    ③ 防災機器の整備  

    ア．災害応急復旧用無線電話機の拡充 イ．可搬型無線機の増配備 

    ウ．非常用移動電話交換装置及び電源装置増配備 

    エ．防災用資機材の増配備 

④ 防災に関する訓練  

    ア．災害予報及び警報伝達の訓練  イ．災害時における通信の疎通訓練 

    ウ．設備の災害応急復旧訓練   エ．職員の非常呼集の訓練 

    オ．その他必要な訓練 

《ＮＴＴドコモ中国》   

① 現況 

ア．建物 

二次災害防止のため地域条件に即した防火扉、防火シャッタ及び防水扉等を設置している。 

イ．建物内部設備 

ａ．建物内に設備する電話交換機、伝送・無線及び電力等の機器は地震などの災害による

倒壊損傷等を防止するための補強装置と、火災に備えて消火設備が設置されている。 
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ｂ．交換設備、電力設備及びその他の局内設備は倒壊を防止するために支持金物等で耐震

対策を实施している。 

ｃ．非常用電源 

重要通信設備の設置されているビルは、商用電源のバックアップとして、蓄電池、自

家用発電機等を常備している。 

ウ．移動用無線 

ａ．通信回線の応急回線の作成用として、可搬型マイクロエントランス及び移動基地局車

を主要ビルに集中配備している。 

ｂ．その他復旧作業用として車両へ衛星携帯電話等を常備している。 

② 自主保安体制の構築 

電気通信施設の災害対策は、公衆通信役務を提供している重大な使命にかんがみ、災害時

においても重要通信の確保ができるよう平素から取り組んでいる。また、電気通信設備の整

備拡充を図るとともに、災害が発生した場合においては、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国

の各機関にも災害対策本部を設置するとともに、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ等エヌ・ティ・

ティ・ドコモグループに災害対策支援本部を設置し、要員、資材及び輸送力等を最大限に利

用して通信の疎通と施設の早期復旧に努める。 

ア．主要な伝送路を光ケーブルまたは無線により、多ルート構成あるいはループ構成としている。 

イ．町指定の避難場所に一般公衆通信の使用に供する携帯電話又は、衛星携帯電話の貸出しに努

める。 

ウ．災害時の孤立対策として、移動基地局車及び可搬型マイクロエントランスを主要ビルに配備

している。 

エ．架空ケーブルは、二次的災害（火災）を考慮し、通信ケーブルの地中化を推進している。 

オ．商用電源が停電した場合の給電設備として、蓄電池、自家用発電機を常備しているが、更に

移動電源車も主要ビルに集中配備している。 

カ．防災の観点から設備管理を強化し、老朽又は耐水性に劣る弱体設備の計画的な補強取替を实

施している。 

キ．平素から災害復旧用資材を確保している。 

③ 防災教育・訓練の充实 

災害予防設置及び災害応急対策措置等を円滑、迅速に实施できるよう平素から災害対策諸施策

を積極的に推進するとともに、次に掲げる訓練を定期的又は随時に实施する。 

なお、行政、地方公共団体、警察、消防など外部の防災機関の防災訓練にも積極的に参加する。 

ア．非常召集の訓練 

イ．災害予防及び警報の伝達訓練 

ウ．災害時における通信疎通確保の訓練 

エ．電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

オ．消防及び水防の訓練 

カ．ⅰモード災害用伝言板サービスの運営 

《ＫＤＤＩ株式会社》 

① 電気通信施設の現況 

    災害時においても会社が提供する電気通信役務を確保できるよう通信局舎及び通信設備の防

災設計を行っており、主要設備については予備電源を設置している。また、通信設備の分散化、

伝送路の多ルート化等を進め、災害に強いネットワーク構成としている。 

② 自主保安体制の構築 

    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、通信の疎通又は応急復旧に必要な

社員の動員を行う。また、被災時には通信を確保し、被害を迅速に復旧するため、必要な事業所

には緊急連絡設備、代替回線や臨時回線の設定に必要な設備や車両等の防災用機器等を配備して

いる。 
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③ 防災教育・訓練の充实 

    災害時に防災業務を遂行できるように、必要な教育を行い防災に関する知識の普及及び向上を

図っている。全社的な訓練は年２回实施している。 

 ２．専用通信の防護対策《江津邑智消防組合》 

 無線を利用した専用通信は、防災関係機関の情報連絡手段として極めて有効な方法であり、

災害時における通信手段として最も重要な役割を果たすことが期待されている。 

   ① 伝送路の強化  

     通信機能を確保するため、バックアップ回線の設定、ルートの二重化等を促進する。 

   ② 装置、機材の充实  

     予備電源、移動無線、可搬型無線機等の資機材の充实整備を図り、災害に備える。 

   ③ 定期的な点検の实施  

     施設及び装置の定期的な点検を实施する。 

④ 防災訓練等の实施  

   通信機能の重要性を考慮し、平素から関係者による防災訓練を实施し、機能の確保及び通

信設備の習熟に努める。 

⑤ 移動系無線局の配備  

  防災関係機関は、被災地において円滑な情報の収集伝達手段を確保するため、災害に強い

移動系無線局の効果的活用に努める。 
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第 4節 農業施設災害の防止 

 

【基本方針】 

風水害等の災害による農産物や農業関連施設の被害を防止するために必要な対策を实施する。 

 

【実施内容】 

第 1．農業施設災害の防止対策 

  １．ため池整備事業  

① 現況 

 町内には多くの農業用のため池があるが、それらの多くは築造年代が古く老朽化している。

それらは、災害に対する安全性が考慮されていない場合が多く、豪雤時等に決壊の危険性が

あり、下流の農家、農作物、人畜、家屋及びその他の公共施設に被害を及ぼすおそれがある。 

② 保守管理 

 農業用のため池については、保全対策に基づいて整備計画を策定する。 

 又、町は、ため池台帳に記載されている管理について「地震後の農業用ため池緊急点検マ

ニュアル」を参考に、ため池一覧表及び連絡・点検体制表等を整備し、ため池管理簿により

日常点検を行う。 

 決壊した場合に甚大な被害が発生する概ね貯水量 5,000㎥以上かつ被害想定概ね 10戸以上

のため池は、警戒ため池として特に監視点検に取り組む必要がある。 

③ 保全対策 

 農業用ため池のうち、老朽化の甚だしいもの及び安全性に不安があるもので特に決壊流出

の際、下流に及ぼす被害の大きいものについては、現地調査、測量、さらに提体及び地下構

造を探るための土質試験や地質調査等を实施し、各施設の危険度を判定する。 

 その資料を基に、速やかに提体の補強ならびに漏水防止、余水吐及び取水施設等の改善を

行うとともに、適切な維持管理を行う必要がある。 

 これらに対応するために、国庫補助事業を導入する。又、災害が発生した場合には、「地震

後の農業用ため池緊急点検マニュアル」を参考にして緊急点検を行う。 

 

  ２．たん水防除事業  

 水害により決壊等のおそれのある頭首工、樋門、ポンプ場排水機場、水路等のかんがい施設につ

いて、必要に応じて補強、改修を实施する。たん水常襲地帯の農地について要望があれば、緊急度・

必要性を検討し、たん水防除施設を改修していく。 

 

   

  ３．農地保全事業  

降雤によって侵食を受けやすいマサ土地帯や急傾斜地帯などに造成された農地で侵食、崩壊を防

ぐ必要が生じたところについては、農地保全事業の实施を検討する。 

 

  ４．地すべり対策事業  

地すべり防止区域において、地すべりによる被害を除去又は軽減し、農地及び農業用施設等

の被害を未然に防止する地すべり対策事業を進める。 
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第 5節 防災活動体制の整備 

 

 災害時の効果的な応急対策を实施できるよう、町及び防災関係機関の防災組織及び防災体制を

整備する。そのため、災害時の災害対策本部及び初動体制の確立要領、登庁までの協議体制、災

害対策本部の施設・設備等を整備しておくとともに、町、県、防災関係機関相互の連携体制及び

警察災害派遣隊、緊急消防援助隊等、広域応援体制の整備（組織整備、協定締結、運用細則の整

備を含む）、災害救助法等の円滑な運用体制を整備する。 

 また、県、町は避難場所、避難施設、備蓄など防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地

等の有効活用を図るものとする。 

  防災組織及び防災体制の整備に際しては、各々の組織の特性を踏まえ災害時の迅速な初動体

制を確立できるようにしておく必要がある。 

  応急対策全般への対応力を高めるため、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家

の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。 

  発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用や、民間の人材の任期付き雇用

等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努めるものとする。 

 

第 1．災害対策本部体制の整備 

【基本方針】  

 町、県及び防災関係機関は、災害時に効果的に災害に対応するため、災害対策本部体制等の整

備を図るものとする。 

 

【実施内容】 

  １．初動体制の整備  

① 動員計画の策定 

 町及び防災関係機関は、災害時における職員の動員配備計画を定めておく。 

 町及び防災関係機関は、所属長等があらかじめ職員のうちから対策要員を指名し、動員の

系統、動員順位、連絡方法等について具体的に計画しておく。 

② 非常参集体制の整備 

 町及び防災関係機関は、それぞれの機関において参集基準及び参集対象者を明確化し、实

情に応じ職員の非常招集体制の整備を図るものとする。 

 又、連絡手段や参集手段の確保及び携帯電話等の参集途上における情報収集伝達手段の確

保等について検討するものとする。 

 なお、交通の途絶、職員又は職員の家族等の被災などにより職員の動員が困難な場合等を

想定し、災害応急対策が实施できるよう参集訓練等の实施に努めるものとする。 

③ 活動マニュアル等の整備 

 町及び防災関係機関は、それぞれの機関の实情を踏まえ、災害発生時に講ずべき対策等を

体系的に整理した災害体制活動マニュアルを作成し、職員に周知するとともに定期的に訓練

を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携

等について徹底を図るものとする。 

④ 被災地への県職員の派遣体制の整備 

    被災町から県への被災状況の報告ができない場合を想定し、県職員が情報収集のため被災

町に赴く場合に、どのような内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収

集要領を、あらかじめ作成するよう努めるものとする。 

⑤ 防災関係機関との連絡体制の整備 

 災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、関係機関等の出席を求めることができる仕

組みの構築に努めるものとする。 
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  ２．登庁までの協議体制の整備  

 町は、勤務時間外に大規模な災害が発生した場合、本部長等の幹部職員の登庁を待つことな

く、必要な意思決定を行う必要がある。 

 そのため、迅速・確实な連絡が可能なように幹部職員等連絡網の充实を図るものとする。 

 

  ３．災害対策本部室等の整備  

 町及び関係機関は、以下の点に留意して対策本部室等の整備を行うものとする。 

①  災害対策本部室・本部事務室の確保・整備、本部室の設営体制の整備 

②  災害時に備えた非常電源・自家発電機及び電話の余裕回線の確保 

③  災害対策本部等防災基幹施設の通信、電力等の優先復旧体制 

④  応急対策用地図、その他必要な備品等 

⑤  電話の余裕回線の確保のほか、衛星携帯電話、衛星通信、インターネットメール、防災行 

政無線等多様な通信手段の整備 

 

４．自主防災組織等との連絡体制 

   町は、地域の防災関係者を記した緊急時連絡先表を作成し、災害時の情報収集、情報伝達に

活用する。
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第 2．防災中枢機能等の確保 

【基本方針】  

 町、県、防災関係機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は、それぞれの機関の防災

中枢機能を果たす施設、設備の充实及び町外に対する安全性の確保、整備に努めるとともに、保

有する施設、設備について、非常時の電源確保のために自家発電設備、ＬＰガス災害用バルク、

燃料貯蔵設備等の整備を図るとともに、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行

い、平常時から点検、訓練等に努めるものとする。又、町及び県は、緊急輸送のための拠点整備

を行う。 

 

【実施内容】 

  １．防災中枢機能の整備  

 防災中枢機能を果たす施設、設備等の整備に当たっては、施設等の整備に加え、浸水に伴う

停電対策を施すとともに、物資の供給が困難となる場合を想定した防災要員用の食糧、飲料水、

燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶時に備えた衛星携帯電話等の非常用

通信手段の確保を図るものとする。 

 

  ２．防災輸送拠点の整備  

 「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」により、緊急輸送のための防災拠点を整備する。 

 

第 3．広域応援協力体制の整備 

【基本方針】  

 大規模災害時における応急対策をより迅速・的確に实施するためには、広域的な支援・協力体

制が不可欠であることから、各関係機関において相互応援の協定を締結するなど平常時より体制

を整備しておく。 

 

【実施内容】 

  １．町・消防本部間の相互協力体制の整備  

 町は平常時から相互応援協定に基づく消防相互応援体制の整備を推進するとともに、近隣の

市町村と大規模災害時に備えた相互応援協定を締結するよう努める。 

  ①  他市町村との防災協定づくりの推進 

      町は､他市町村との間で次の４段階の体制をとおし､防災姉妹都市の提携を推進していく。 

         第１段階：自力での町域内対策活動 

         第２段階：広域行政圏をベースとした近接地域間協力 

         第３段階：全県での応援 

         第４段階：県を超えた広域応援 

  ②  避難所等収容施設に関する協定 

ア．食糧、飲料水、生活必需品、医薬品等の提供 

イ．医療、防疫等、し尿・ゴミ・ガレキ処理の協力 

ウ．救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

エ．医療系・技術系・技能系職等の職員の派遣 

オ．要配慮者、特に学童の受入れ協力 

カ．住宅の斡旋 

 

  ２．県、町と自衛隊との連携体制の整備  

 県、町と自衛隊は、おのおのの計画の調整を図るとともに協力関係について定めておくなど、

平常時から連携体制の強化を図る。その際、自衛隊の情報連絡体制の充实、共同の防災訓練の

实施等に努める。 
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 県、町は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、

連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先を徹底しておく等必要な準備を整えておく。 

 県、町は、いかなる状況において、どのような分野（救急、救助、応急医療、緊急輸送等）

について、自衛隊への派遣要請を行うのか、平常時よりその想定を行うとともに、自衛隊に書

面にて連絡しておく。 

 

  ３．防災関係機関の連携体制の整備 

① 共通 

 災害発生時には、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、町及び防災関係機関は、応

急対策活動及び復旧活動に関し、各関係機関において相互応援の協定を締結する等平常時よ

り連携を強化しておく。相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、

大規模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間

の協定締結も考慮する。 

 又、町は、食糧、水、生活必需品、医薬品、血液製剤、燃料及び所要の資機材の調達並び

に広域避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充实に努める。 

② 警察 

 警察署は、警察災害派遣隊の運用に関し、平素から警察本部と緊密な連携を図り、大規模

災害発生時において、迅速かつ広域的な支援が行われるよう体制の整備を推進する。 

③ 消防機関 

 消防機関は、緊急消防援助隊による人命救助活動の支援体制の整備に努める。 

④ 建設業協会 

 建設業協会は、国、県、町との協定等を整備し、水防、土砂災害対策等の災害応急対策の

支援体制の整備に努める。 

⑤ 日本赤十字社島根県支部 

 日本赤十字社島根県支部は、県と締結している「災害救助法に基づく救助業務委託契約書」

を踏まえ、医療、助産、死体の処理等の災害救助活動の支援体制の整備に努める。 

⑥  国土交通省中国地方整備局 

    国土交通省中国地方整備局は、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が迅速に活動できるよう、

人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るものとする。 

⑦  運送事業者である公共機関 

ア 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、県、町等から災害応急対策の

实施に必要な物資又は資材の運送の要請があった場合は、資機材の故障等により当該運送

を行うことができない場合、安全でない状況にある場合等、要請に応ずることが極めて困

難な実観的事情がある場合を除き、当該物資の輸送を行うものとする。 

イ 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、運送の要請等に対応できるよ

うに、防災業務計画等において、物資等の緊急運送に関する計画をあらかじめ定めておく

ものとする。 

 

  ４．民間事業所との協定づくりの推進  

 流通・製造業者との協定づくりやトラック協会、建設資材業者や建設業者との災害応援に関

する協定づくりを積極的に推進する。 

 

  ５．応援計画及び受援計画の整備 
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   県、町及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体

及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に応援計画や受援計画

をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・

要請の手順、災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集

合・配備体制や資機材等の収集・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする。 

（１）県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連

絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要

な準備を整えておくものとする。 

（２）町は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、連絡調整窓口、

連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な手順を整え

ておくものとする。 

（３）町は、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう、あらかじ

め相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を

整えるものとする。 

（４）県は、町と調整の上、町の相互応援が円滑に進むよう配慮するものとする。  

 

第 4．災害救助法等の運用体制の整備 

【基本方針】  

 大規模災害の場合は、通常、災害救助法が適用されるが、県、町の担当者において、その運用

に際し混乱を生じることのないよう、日ごろから災害救助法等を習熟しておく。 

 

【実施内容】 

  １．災害救助法等の習熟  

① 災害救助法等の運用への習熟 

ア．災害救助法運用への習熟 

 町は、災害救助法に基づく災害救助の基準や運用に習熟し、それに対応した体制を整備

する。 

イ．災害救助实務研修会 

 町は、自己研さん等により、県の实施する災害救助法实務研修会の内容に充分習熟して

おく。 

ウ．必要資料の整理 

 町は、「災害救助事務取扱要領」（厚生労働省社会・援護局保護課）、県細則等、災害救助

法適用に際して必要となる資料を整備しておくものとする。 

③  運用マニュアルの整備 

 町は、災害救助法等の適用を受けた後の運用方法について、県の指導を受け災害救助法の

適用された事例を参考にし、わかりやすいマニュアルを作成するものとする。 

 

第 5．公的機関等の業務継続性の確保 

  県、町及び防災関係機関は、災害発生時の災害応急対策等や優先度の高い通常業務の継続のた

め、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と

事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定などにより、業務継続性の

確保を図るものとする。また、实効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な

確保、定期的な教育・訓練・点検等の实施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた

体制の見直し、計画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行うものとする。 

第 6. 複合災害対策 

（１）複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することによ

り、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能性を認識し、地域防災計画
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等を見直し、備えを充实するものとする。 

（２）災害にあたる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先発災害

に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分ができない可能性があることに留

意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに、外部か

らの支援を早期に要請することも定めておくものとする。 

（３）様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害後との対応計画の見直し

に努めるものとする。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し、職員の

参集、合同の災害対策本部の立上げ等の实働訓練の实施に努めるものとする。 

（４）複合災害が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、重複する要員の所

在調整、情報の収集・連絡・調整のための要員の相互派遣、合同会議の開催等に努めるものと

する。対策本部事務局の担当部局が異なる場合には、統合を含めた具体的な連携方策をあらか

じめ定めておくものとする。現地災害対策本部についても、必要に応じて、同様の配慮を行う

ものとする。 

 

第 6節 情報管理体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害発生時には、通信施設の被害により住民等が災害の各種情報が得られなくなるおそれがあ

り、又防災関係機関相互間の情報伝達も確保できなくなることが予想されるので、町、県及び防

災関係機関は、情報伝達手段の耐久性の確保に努めるとともに、多ルート化の整備等必要な措置

を講ずる。又、最近の情報通信技術の進展等による総合的な防災情報システムを構築する。 

 

【実施内容】 

  １．通信用施設の整備  

① 防災行政無線等の整備 

  町は、住民に対する災害時における情報を迅速かつ的確に収集、伝達を図るため、防災行

政無線等の整備促進を図り、通信の確保に努める。   

② 防災関係機関の整備 

  防災関係機関は、有線通信の途絶に備えて情報を迅速かつ的確に収集、伝達を図るため、

防災相互通信用無線局などの整備を図り、通信の確保に努める。 

③ 多様な通信手段の確保 

 衛星携帯電話、衛星通信、インターネットメール等の通信手段を整備する等により、民間企

業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める。 

④ 応急用資機材の整備 

  町、県及び防災関係機関は、非常用電源（自家発電用設備、電池等）、移動無線、可搬型無

線機等の仮回線などの応急用資機材の確保充实を図るとともに、これらの点検整備に努める。 

 

  ２．通信設備の習熟  

① 非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を

定期的に实施するとともに、非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機

関等の連携による通信訓練を積極的に行う。 

② 通信集中時及び途絶時を想定した通信統制や、重要通信の確保及び非常通信を取り入れた实

践的通信訓練を定期的に实施する。 

   

３．防災情報システムの活用  

県防災システムは、県内各種観測情報や災害情報を収集し、町及び関係機関へ的確に伝達で

きるようになっている。大規模災害が発生した際の災害情報の一元化、データーベース化によ
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り、災害の規模の迅速な把握及び的確な情報提供が可能である。 

このシステムを有効に活用できるよう、システムの防災訓練や研修のメニューを活用して習

熟を図り、災害時に円滑な運用ができるようにしておく。又、町及び防災関係機関は、日頃か

ら災害に関する情報を収集蓄積するとともに、災害時に活用できるような災害情報データ－ベ

ースを整備する。    

 

  ４．平常時における気象予警報の収受及び周知等  

① 収受及び察知 

    ア．気象予警報、火災気象通報等は、危機管理課において収受する。 

    イ．異常気象現象等は、江津邑智消防組合の観測その他により察知する。 

② 周知 

ア．江津邑智消防組合において気象予警報、火災気象通報等を収受した場合には一般に周知

し、住民の状況判断と心構えの資料に供するものとする。 

イ．江津邑智消防組合において、異常な気象現象等を察知した場合には、前項と同様一般に

周知するとともに江津邑智消防組合において観測する雤量、風速等の状況も逐次周知する

ものとする。 
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第 7節  広報体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害時における人命の安全と社会秩序の維持を図るため、町民に対する正確な広報の实施や被

災者の要望、苦情等の把握により、効果的な災害対策の实施に資するとともに、災害相談や情報

提供の窓口を設置し被災者や一般町民への様々な相談に適切に対応できる体制の整備を推進する。 

また、県、町は、さまざまな環境下にある住民等及び職員に対して警報等が確实に伝わるよう、

関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム(J-ALERT)、テレビ、ラジオ、

携帯電話(緊急通報メール機能を含む。)、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図る

ものとする。 

【実施内容】 

 １．町民への的確な情報伝達体制の整備 

  ①  町は、被災者への情報伝達手段として、特に町防災行政無線の整備を図るとともに、有線

系も含めた多様な手段の整備に努める。 

  ② 放送事業者及びライフライン関係機関等は、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき

情報について整理しておく。 

  ③ 町及びライフライン関係機関等は、災害に関する情報及び被災者に対する救援情報等を的

確に広報できるよう、広報体制及び施設、設備の整備を図る。 

  ④ 広報の实施に当たって、視聴覚障害者、高齢者、外国人等に十分配慮し、他の関係機関と

相互に連携を図りながら实施できるよう体制を整備しておく。 

  ⑤ 県ホームページにより､町民等に対してインターネットを利用した各種情報の伝達が可能

となっているが、避難所等への端末配備を推進し、被災者に必要な情報を即報できる体制を

整備するとともに、関係各課と連携しスムーズに災害情報を掲載し、発信できるようにする。 

⑥ 県及び町は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して全国避難者情報システムなど

により必要な情報や支援・サービスを用意かつ確实に受け渡すことができるよう、被災者の

所在地等の情報を避難元と避難先の都道府県及び市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強

化を図るものとする。 

  ⑦ 町は、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセグ放送等を活用して、

警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 

⑧ 町は、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在が把握

できる広域避難者に対しても、確实に情報伝達できるよう必要な体制の整備をはかる。 

 ２.報道機関との連携体制の整備 

 町及び各防災機関は､災害時の広報について協定の締結を促進するほか､これら協定に基づく

放送要請の具体的な手続きの方法等について、年 1 回程度打ち合わせ会議を開催し、事前の申

し合わせを行うなど､報道機関との連携体制を構築しておく。 

    

 ３.災害用伝言サービス活用体制の整備 

 一定規模の災害に伴い被災地への通信が集中した場合においても、被災地内の家族・親戚・知人

等の安否等を確認できる情報通信手段である災害用伝言サービスについて、町民に対して認知を深

め、災害時における利用方法などの定着を図る必要がある。 

 そのため町は、広報紙やホームページによるなど､各々が保有する広報手段を活用し普及促進のた

めの広報を实施する。 

 また､災害時において災害用伝言サービスの運用を開始した場合における広報体制について、町は

関係機関と協議するなど検討しておく。 

(注) 災害用伝言サービス：災害時のみ稼動する「災害用伝言ダイヤル（１７１）」「災害用伝言板」をいう。 
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第 8節  避難予防対策 

 

 災害発生により危険が急迫し、人命その他災害の拡大防止等のおそれがある場合、危険地域の

居住者に対して避難のための立ち退きを指示する必要があるため、あらかじめ避難所の選定及び

避難計画を作成するとともに、避難に関する知識の普及を図る必要がある。 

  県及び町は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、被災者支援の仕組みの

整備等に努めるものとする。 

 

 第 1．避難所の指定・整備 

【基本方針】  

 避難所の選定基準を設け、災害時の避難所として指定するが、被害の状況・程度により、開設

するに至らない避難所もあるものと予想されるため、指定される全ての避難所が同時に開設され

るとは限らない。 

 災害直後、及び応急仮設住宅に入居できるまで待機する期間の２段階の避難所をその管理者の

同意を得たうえで指定し、住民への周知徹底に努める。 

 公立学校等は早期に授業が再開されることが望まれるため、長期にわたる場合の避難所として

は、可能な限り学校施設の利用は避ける。 

 

【実施内容】 

 １．避難所の選定基準 

   避難所の選定は、次の基準を基本とする。 

① 指定緊急避難場所 

  災害発生直後や、広域的な火災等から一時的に逃れる場所として学校施設等、町内公共施

設を中心に指定する。 

    ア．対災害性に比較的優れていること。（耐倒壊、耐火・耐水害、耐土砂災害等） 

    イ．給水、給食施設を有すること､あるいは比較的容易に給水､給食施設を設置できること｡ 

    ウ．なるべく被災地に近く、かつ集団的に収容できること。 

   エ．情報の伝達上の便利が得やすいこと。 

   オ．その他危険区域から離れていること。 

②  指定避難所 

  応急仮設住宅の完成まで待機する等、長期にわたる生活場所として町内公共施設の福祉施

設や集会所等を中心に指定する。 

ア．対災害性に比較的優れていること。（耐倒壊、耐火・耐水害、耐土砂災害等） 

イ．給水、給食施設を有すること｡あるいは比較的容易に給水､給食施設を設置できること｡  

ウ．情報の伝達上の便利が得やすいこと。 

エ．その他危険区域から離れていること。 

  なお指定に当たっては「指定緊急避難場所」・「指定避難所」としての重複は妨げないもの

とする。 

③  避難所一人当たりの必要占有面積 

  避難所の一人当たり必要占有面積（最低限）は、次のとおりである。 

   ア．緊急対応初期の段階での就寝可能な占有面積として２㎡ 

   イ．避難所生活が長期化し荷物置き場を含めた占有が可能な面積として３㎡ 

  なお、指定緊急避難場所や指定避難所には、避難者のスペースのほか、本部、会議、医療、

災害時要援護者への対応スペース等運営に必要となる空間の確保も不可欠となる。 

 

  ２．避難所の指定とリストの作成  

① 上記の条件を目安として、町は以下の施設等を災害種別ごとに避難所として指定する。 
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 ア．町内公共施設（小学校、中学校、高等学校、保育所、公民館、体育館、集会所等） 

 イ．民間施設 

②  避難所リスト 

   以上をもとに、避難所指定リストを作成し、住民への周知徹底を図る。リストには避難所

の名称、所在地、対象地区及び対象人口をあらかじめ記載しておく。 

③ 野外収容施設の設置 

   災害の規模が大きく既存施設の被害が甚大である場合、又はり災者が多数で既存施設の収

容力を超えた場合は、野外収容施設を仮設する。 

 

 ３．避難所の安全性の確保  

 避難所となる公共施設について、危険箇所については補強工事をする等、安全性の確保を図

る。 

 なお、指定避難所については施設の建築年、構造､最大収容人数等の实態調査を行い、地域毎

の収容能力を分析し収容避難所の見直しをする。 

 

 ４．避難路の確保と交通規制計画  

  町、県警察、消防機関その他避難の措置の实施者は、迅速かつ安全な避難ができるよう通行

の支障となる行為を排除し、避難道路の通行確保に努めるものとする。又、大災害の発生に備

え、交通規制計画を定めるものとする。 

 なお、次の基準により避難路を選定し確保しておくものとする。 

  ① 避難路は、なるべく道路付近に延焼危険物施設がないこと。 

  ② 地下に危険な埋設物がないこと。 

  ③ 避難道路は、相互に交差しないものとする。 

  ④ 浸水等の危険のない道路であること。 

  ⑤ 自動車の交通量がなるべく尐ないこと。 

 

５．地域緊急避難場所 

   町は、自治会や集落が、近隣に指定緊急避難場所が無い住民が直ちに避難できる場所（地域緊急

避難場所）を選定するよう啓発し、選定した場所を把握するものとする。 

 

 第 2．安全な避難の環境づくり 

【基本方針】  

 災害の危険性が高まり住民が避難する事態が発生した場合、混乱なく住民を安全に避難させる

には適切な避難誘導が不可欠であり、事前の避難の環境づくりが重要である。 

 避難者自らの自力救済を原則として、自立的な生活再建を支援するという観点から避難者支援

を考えてゆく。ただし、災害時要援護者には、福祉的観点から特別な配慮をしてゆく。 

 

【実施内容】 

 １．支援内容  

  ①  避難所等収容施設の行う支援の主な内容 

   ア．生活スペース、水・食事・物資の提供 

   イ．医療の提供、衛生的環境の確保（トイレ、入浴対策を含む） 

   ウ．コミュニティ確保(気心の知れた人間関係のつながりを確保し､分断しないようにする) 

   エ．生活情報及び再建情報の提供 

② 状況の変化と時間経過に対応した支援 

  必要とされる支援の内容や優先度は、避難者の現況の変化と時間の経過によって異なる｡ 

  例えば、緊急対策時は生命の確保と安全な避難所の提供が先決であり、混乱が鎮静化した
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後は避難生活全般への支援が必要となる。 

③ 県及び町は、大規模災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域一

時滞在に係る応援協定を締結するなど、発災時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定め

るよう努めるものとする。 

 

  ２．標識・案内板等の整備  

   ①  避難所案内図の整備 

  避難所案内図は「避難所」の配備を地図上に示し、観光実等の地理不案内な人に対しては

もちろん、施設そのものの所在を知っている住民に対しても「避難所」の周知を図る役割を

果たすものであるため、適切な避難所案内図の整備を進める。その際、宝くじ事業からの助

成金を積極的に活用する。 

②  避難所等への非常用標識灯の整備 

  夜間に災害が襲った場合には、停電等により避難所の存在も分からなくなるおそれがある

ため、避難所には、その場所を知らせるよう高所への独立電源型の非常灯の整備を図る。 

 

  ３．避難所の環境整備 

    ①  施設・設備の充实 

ア．避難所として指定された建物については、必要に応じ換気、照明等避難生活の環境を良

好に保つための設備の整備に努める。 

イ．避難所における、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット（断熱ボート等）、通信機器、テレ

ビやラジオ等災害情報を入手するための機器等、避難の实施に必要な施設・設備の整備を

図る。 

ウ．町は、避難場所として指定した学校等の建築物において、備蓄のためのスペースや通信設備

の整備等を進めるものとする。 

② 備蓄の推進 

  指定された避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食糧、水、非常用電源、

常備薬､炊出し用具､毛布、仮設トイレ、マット等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障

がい者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも配慮した避難の实施に必要な施設・設備・物資の

整備に努める。 

 

  ４．避難に関する広報  

 住民が的確な避難行動をとることができるよう、避難所や被害危険地を明示した防災マップ

や広報紙・ＰＲ紙等を活用して広報活動を实施する。 

  ① 避難所等の広報 

    次の事項につき、地域住民に対する周知徹底に努めるものとする。 

    ア．避難所の名称    イ．避難所の所在位置 

   ウ．避難地区分け    エ．避難所への経路 

   オ．その他必要な事項 

   ② 避難のための知識の普及 

    必要に応じて、住民に対して避難のための知識の普及のための措置をとる。 

    ア．平常時における避難のための知識 イ．避難時における知識 

      ウ．避難収容後の心得 

 

  ５．避難準備情報の提供  

 町長は、避難行動に時間を要する要配慮者に対し、早めの避難行動が開始できるよう「避難

準備情報」を提供できるよう基準及び体制を整備する。 
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 第 3．避難計画の作成 

【基本方針】  

 町及び防災上重要な施設の管理者は、災害時において安全な場所に迅速な避難を行うことがで

きるようあらかじめ避難計画を作成しておく｡ 

 

【実施内容】 

 １．避難計画の作成  

 町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災組織等を通じて避難体制

の確立に努める｡ 

   ① 避難勧告又は指示を行う基準及び伝達方法 

ア．避難指示等の伝達体制の整備 

町長は、町の避難計画において、危険区域ごとに避難準備情報や避難勧告、避難指示等の伝達

組織及び伝達方法を定め、予め危険地域の住民に周知徹底を図る。 

なお、災害時に土砂崩れ等で孤立が予想される地区については、多様な通信手段を確保のうえ、

電源の必要な通信機器については非常用電源の整備に努める。また、通信設備障害時に備え民間

の協力員、自主防災組織、消防団員等人力による情報収集・伝達、アマチュア無線による伝達等

バックアップ体制について検討する。 

  ② 避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

  ③ 避難所への経路及び誘導方法 

  ④ 避難所開設に伴い、被災者救援措置に必要な事項 

   ア．給水、給食計画    イ．毛布、寝具等の支給 

   ウ．衣料、日用必需品の支給   エ．負傷者に対する応急救護 

   オ．要援護者の救護 

  ⑤ 避難所の管理に関する事項 

    ア．避難収容中の秩序保持   イ．避難者に対する災害情報の伝達 

   ウ．避難者に対する応急対策实施状況の周知徹底 

   エ．避難者に対する各種相談業務 

   オ．避難が長期化した場合の個人情報の保護、年齢・性別によるニーズの違いへの配慮、要

援護者への配慮その他避難場所における生活環境の確保 

  ⑥ 要配慮者の避難支援に関する事項 

    ア．要配慮者への情報伝達方法 

イ．要配慮者への種別ごとの避難支援の方法及び配慮すべき事項 

   ウ．要配慮者の支援における町、町内会、自主防災組織、福祉関係者等の関係者の役割分担 

  ⑦ 災害時における広報 

   ア．防災行政無線            イ．ケーブルテレビ 

  ウ．島根県総合防災情報システム     エ．インターネットによる広報 

オ．広報車による周知    カ．避難誘導員による現地広報 

      キ．住民組織を通ずる広報 

 

  ２．防災上重要な施設の管理者の留意事項  

 学校、医療機関、社会福祉施設その他防災上重要な施設の管理者は、次の事項に留意してあ

らかじめ避難計画を作成し、関係職員等に周知徹底を図り、同時に訓練等を实施することによ

り避難の万全を期する｡ 

①  各学校においては、それぞれの地域の特性を考慮したうえで、避難の場所、経路、時期及

び誘導並びにその指示伝達の方法等を定める。 

②  児童生徒を集団的に避難させる場合に備え、学校及び教育委員会は避難所の選定、収容施

設の確保、保健、衛生及び給食等の实施方法について定める。 
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③  医療機関においては、患者や他の医療機関又は安全な場所へ集団的に避難させる場合にお

いて収容施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び入院患者に対する实施方法等について定

める。 

④ 高齢者、障がい者及び児童福祉施設等においては、それぞれ地域の特性等を考慮した上で

避難所の場所、経路、時期及び誘導方法並びに避難（入所）施設の確保、保健、衛生対策及

び給食等の实施方法等に留意する。 

  ⑤ 町は、小学校就学前の子どもたちの安全で確实な避難のため、災害発生時における幼稚園・

保育所・認定こども園等の施設と町間、施設間の連絡・連携体制の構築に努めるものとする。 
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第 9節 救急・救助体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害発生時には、家屋の倒壊、火災、土砂崩れ等による被害の危険性があり、多数の救急・救

助事象が発生すると予想される。このため、災害発生に際して、救急・救助を行うのに必要な体

制や防災資機材等の整備を計画的に推進する。 

 

【実施内容】 

第 1．救急・救助体制の整備 

 １．関係機関等による救急・救助体制の整備  

 災害発生時は、家屋の倒壊や土砂崩れ等による生き埋め等の発生が予想されるため､関係機関

等は、生き埋め等からの救急・救助体制の整備に努める。 

① 町、消防本部の救急・救助体制の整備 

ア．常備消防を主体とし、救出対象者の状況に応じた救出体制の整備に努める。 

イ．町は、町内で予想される災害のうち、特に家屋の倒壊や土砂崩れ等による生き埋め等に

対応する救出作業に備え、普段から必要な装備・資機材の所在、確保方法や関係機関への

協力要請等について、十分検討しておくとともに、情報の収集・連絡・分析等の重要性に

鑑み、情報連絡・災害対応調整等のルール化や通信手段の確保等を図るものとする。 

  又､土砂崩れ等で孤立化が予想される地域については、事前に、関係機関と当該地域にお

ける救出方法や町との間の情報伝達手段の確保、救出に当たる関係機関等との相互連絡体

制等について、十分に検討しておく。 

ウ．救急救助活動を効果的に实施するため､救急救命士等救急隊員を養成するとともに､職員

の教育訓練を充实させる。 

エ．傷病者の速やかな搬送を行うため、消防車輌、ヘリコプターによる搬送体制の整備のほ

か、医療情報収集体制を強化する。 

オ．多数の傷病者が発生した場合に備え、民間の搬送業者等と連携し、傷病者の搬送保護体

制の確立を図る。 

カ．家屋の倒壊や土砂崩れ等による生き埋め等からの救急・救助事象に対応するとともに、

救急・救助に必要な重機を確保するため、建設業協会等関係団体と協力協定を締結するな

ど連携を図る。 

② 警察の救急・救助体制の整備 

ア．警察署救助部隊の編成計画の整備に努める。 

イ．ヘリコプター、車輌等警察が保有する装備資機材の整備、充实に努める。 

ウ．町や関係機関等と、日頃から、相互連絡体制等について十分に検討しておく。 

③ 消防団の救急・救助体制の整備 

 消防団は、日頃から、地域の災害時要援護者等の把握を行うとともに､救急・救助の訓練や

救急・救助用資機材の整備・点検に努める。 

④ 自衛隊の救急・救助体制の整備 

 自衛隊は、日頃から町や関係機関等との相互連絡体制等について十分に検討する。 

 

 ２．住民、自主防災組織等の救急・救助への協力  

 災害時には、地域ぐるみの救急・救助活動への参加協力が必要になる。このため､住民、自主

防災組織等は､日頃から、必要な体制を検討しておくとともに、県や町が实施する防災訓練や研

修会等に積極的に参加し、救急・救助活動に関する知識や応急救護処置等の習得に努める。町

は、住民及び自主防災組織が行うこれらの活動等を支援する。 

 

 ３．消防団、自主防災組織、住民の救出活動能力向上のための教育、指導  
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 町及び消防機関は、多数の救出事案発生に対して重要な役割を期待される消防団、自主防災

組織、住民に対し、救急・救助活動を効果的に实施するための教育指導を推進する。 

 

 ４．災害救援ボランティア組織との連携  

 町及び関係機関は災害救援ボランティア組織と日頃から相互連絡体制等について十分検討す

るとともに､県や町が实施する防災訓練等において相互の連携を図る。 

 

第 2．救急・救助用資機材等の整備 

 １．救急用装備・資機材等の整備方針  

① 町及び消防本部 

 災害時に同時多発する救急事象に対応するため、救急用装備・資機材の整備を図る。 

ア．車輌 

  救急車、特殊救急車（スーパーアンビュランス） 

イ．救急資機材 

  高度救急資機材、非常用救急資機材、消防隊用救護資機材、トリアージ・タッグ 

  

  

 

② 警察、自衛隊 

 災害時に同時多発する救急事象に対応するため、救急用資機材や搬送に使用する車等の整

備・点検に努める。 

  

 ２．救助用装備・資機材等の整備方針  

① 町及び消防本部 

ア．家屋の倒壊や土砂崩れ等による生き埋め者等の救出、救助事象に対応するため、消防署、

消防団、自主防災組織等において、必要な救助用装備・資機材等の整備を次のとおり図る。 

ａ．消防署等 

 ・高度救助用資機材（ファイバースコープ、画像探索装置、夜間用暗視装置、地中音響

探知機）、熱画像直視装置 

 ・救助用ユニット 

  画像探索装置、油圧式救助器具、空気式救助器具、切断機（鉄筋カッター） 

 ・消防隊員用救助用資機材 

  大型万能ハンマー、チェーンソー、切断機(鉄筋カッター)等救助隊の編成、装備及び

配置の基準を定める省令第４条別表による｡削岩機（軽量型）、大型バール、鋸、鉄線

鋏、大ハンマー、スコップ、救助ロープ（10ｍ） 

ｂ．消防団 

・消防団員用救助用資機材 

 大型万能ハンマー、チェーンソー、切断機（鉄筋カッター）、削岩機（軽量型）、大型

バール、鋸、鉄線鋏、大ハンマー、スコップ、救助ロープ（10ｍ）等救助隊の編成、

装備及び配置の基準を定める省令第２条別表による。 

・担架（毛布・枕を含む） 

・救急カバン 

ｃ．自主防災組織 

・担架（毛布・枕を含む） 

・救急カバン 

・簡易救助器具等（バール、鋸、ハンマー、スコップほか） 

・防災資機材倉庫等 

※トリアージ・タッグ：多数の傷病者が発生する医療救護現場において、傷病の程度に応じて優先的に搬送し治

療を受けさせる者を選別するために使用する用具。 
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イ．災害時に同時多発する救出、救助事象に対応するため､高度救助用資機材を装備した救急

車の整備を図る。 

② 警察 

ア．県下警察署の各地域の中心となる警察署に、最小限度必要と認められる救助用資機材を

集中的に配備して、活用するように努める。 

  ・救助用資機材（例） 

救命ボート、エンジンカッター、ボルトクリッパー、大型バール、チェーンソー、ゴ

ージャック、削岩機、投光機、大型ハンマー 

イ．道路等の障害物の除去や、がけ崩れ現場、倒壊家屋等からの救出・救助に強力な力を発

揮する災害活動用車両の整備を図る。 

・災害活動用車両（例） 

 災害用協力投光車、クレーンレッカー車、多目的災害活動車、災害用レッカー車、災

害用ショベル車、給水車、クレーン付ダンプ車 

③ 自衛隊 

 災害時に同時多発する救出、救助事象に対応するため､救助用資機材や車両等の整備・点検

に努める。 
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第 10節 医療体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害発生時には、家屋の倒壊、道路の損壊、火災等により多数の負傷者が発生し、更にライフ

ラインの機能停止による診療機能の低下が予想されるが、このような混乱した状況下においても

住民の生命と安全を守るため、迅速な医療救護が要求される。 

 このため、医療機関は施設等の耐災害性の強化に努めるものとし、町は、県及び防災関係機関

と緊密な連携を図りながら、被災者の救護に万全を期すため、医療救護体制の整備に努める。 

 

【実施内容】 

 １．医療救護計画の策定  

① 町は、地域の实情にあわせた医療救護班を編成しておく。ただし、町独自で医療救護班編

成が不可能な場合は、広域圏で編成する。 

② 医療救護班編成に当たっては、医療機関及び医師会等の全面的な協力を得て編成する。 

③ 医療救護班は、原則医師１名、看護師２名、補助者２名（運転手、連絡員）を一班とし、

連絡体制についても定めておく。 

   町又は広域圏で編成された医療救護班については、県へ報告するものとし、変更した場合

も同様とする。 

④ 町は、災害時に重傷患者等の処置及び収容を行う医療機関をあらかじめ指定しておく。 

⑤ 町は、災害が発生した場合、直ちに医療救護活動が円滑に開始できるよう応急救護設備等

の整備に努めるとともに常に点検を行っておく。 

⑥ 町は、避難所における救護所の設置について、あらかじめ当該管理者と協議しておく。 

⑦  町は､医療機関、救護所の被害状況や傷病者の受入情報等の収集方法を､あらかじめ定めておく。 

 

  ２．通信体制の確保  

 公立邑智病院等医療機関、江津邑智消防組合、保健所等、防災関係機関との通信手段の確保

と連絡体制について、検討し整備を図っていく。 

 

  ３．医薬品等の確保  

 県及び日本赤十字社島根県支部の協力を得て、あらかじめ必要な医薬品や輸血用血液等のリ

ストを作成し、供給体制を確立する。 
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第 11節 交通確保・規制体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害時には、道路、橋梁等の交通施設に被害が発生することが予想され、このことから発生す

る交通の混乱を防止し、被災者の搬送や必要な物資、資機材及び要員等の輸送のための緊急通行

路を確保することが必要である。 

 このため､交通の混乱を防止し、緊急通行路を確保するための交通確保体制の整備を計画的に推

進する。 

  また、道路管理者は、道路の冠水による事故を未然に防止するため、道路情報表示版等必要な施設

の整備を図るとともに、警察及び消防等との連携の下で、適切な道路管理に努めるものとする。 

 

【実施内容】 

  １．交通規制の実施責任者 

 交通規制の实施責任者及びその範囲は、以下のとおりである。 

区  分 实施責任者 範  囲 

道路管理者 国土交通大臣 

（指定区間内の国道） 

知事 

（指定区間を除く国道

及び県道） 

市町村長 

（市町村道） 

西日本高速道路株式会

社 

（西日本高速道路株式

会社が管理する道

路） 

（道路法第 46条） 

１ 道路の損壊、決壊その他の事由により交通が危険であると

認められる場合 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合 

  

公安委員会 

・警察機関 

公安委員会 

警察署長 

高速道路交通警察隊長 

警察官 

（災害対策基本法第 76条） 

１ 本県又はこれに隣接し、若しくは近接する県の地域に係る

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため

緊急の必要があると認められるとき（道路交通法第 4条～第

6条） 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図

るため必要があると認めるとき 

３ 道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路におい

て交通の危険が生ずるおそれがある場合 

 

  ２．交通規制の実施体制の整備 

 交通規制の实施体制は、以下の方針により整備する。 

区  分 整   備   方   針 

道路管理者  道路管理者は、道路、橋梁等交通施設の巡回調査に努め、災害により交通施設等に危

険な状況が予想される場合、又は発見通報等に備え速やかに必要な規制を行う体制の整

備に努める。 

 又、警察等関係機関と連携を図るとともに道路情報を迅速に伝達できる体制を整備す

る。 

公安委員会 

・警察関係 

 警察機関は、交通の混乱を防止し、緊急通行路を確保するために以下の項目について

整備に努める。 

ア 交通規制計画の作成 

 発災時の交通安全や緊急通行車両の通行確保を行うため、又は、防災訓練のための
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交通規制計画を策定する。 

イ 交通情報の収集 

 交通情報の収集は、ヘリコプター、オートバイその他の機動力を活用することとし、

交通情報の収集を行う体制の整備に努める。 

ウ 関係機関や住民等への周知 

 交通規制を实施した場合の関係機関や住民等への周知方法について、その内容や方

法・手段について、日頃から計画しておく。 

 又、道路交通情報センターや報道機関等との連携を日頃から図っておく。 

エ 警備業協会等との協定 

 規制要員は、警察官を中心に編成するものとするが、災害時の混乱期には警察官が

不足することが予想される。 

 その場合、警備業協会や日本自動車連盟中国本部島根支部（JAF)の協力を得られる

よう、協定に基づき日頃から連携を図っておく。 

オ 装備資機材の整備 

規制用サインカーや規制用標識等の装備資機材の整備に努める。 

 

  ３．緊急通行車両の事前届出 

①  県公安委員会は、災害時に緊急通行が必要とされる町が所有する車両を事前に届けること

により、災害発生時の緊急通行車両の確認を迅速、円滑に進める。 

②  緊急通行車両の事前届出の対象車両は、次のア及びイのいずれにも該当する車両とする。  

ア．災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対策に従事する計画がある車両 

 （同項では、災害応急対策は次の事項について行うものとされている。） 

ａ．警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する用務に従事する車両 

ｂ．消防、水防その他の応急措置に関する用務に従事する車両 

ｃ．被災者の救護、救助その他保護に関する用務に従事する車両 

ｄ．災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する用務に従事する車両 

ｅ．施設及び設備の応急復旧に関する用務に従事する車両 

ｆ．清掃、防疫その他の保健衛生に関する用務に従事する車両 

ｇ．犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序維持に関する用務に従事する車

両 

ｈ．緊急輸送の確保に関する用務に従事する車両 

ｉ．その他災害の発生の防ぎょ又は防止に関する用務に従事する車両 

      イ．次のいずれかに該当する車両 

ａ．町が保有している車両 

ｂ．町との契約等により専用に使用される車両 

ｃ．災害時に町が調達する車両 

③  事前届出者 

    緊急通行に係わる業務の实施について責任を有する者（代行者を含む。）とし、具体的には、

町長又は危機管理課長若しくは当該業務担当の責任者とする。 

④  事前届出先 

   川本警察署又は県警察本部若しくは県防災危機管理課 

⑤  事前届出に必要な書類 

ア．当該車両を使用して行う業務内容を証明する書類（町の上申書、輸送協定書等により災

害応急対策に従事する車両にあっては輸送協定書等） 

イ．「緊急通行車両事前届出書」 

⑥  緊急通行車両事前届出済証の交付等 

   事前届出をした場合は、緊急通行車両としての要件が備わっていれば、緊急通行車両事前

届出済証が交付される。 
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   实際に災害が発生した場合には、交付を受けた緊急通行車両事前届出済証を警察本部、川

本署又は県（県央県土整備事務所若しくは防災部防災危機管理課）に持参すると緊急通行車

両確認証明書及び標章が交付される。 

 

４．規制除外車両の事前届出 

① 県公安委員会は、民間事業者が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに

使用される車両を事前に届けることにより、災害発生時の規制除外車両の確認を迅速、円滑

に進める。 

②  規制除外車両の事前届出の対象車両は、次のいずれか該当する車両とする。 

ア．医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両 

イ．医薬品、医療機器、医療用資機材等を輸送する車両 

ウ．患者等輸送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

エ．建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

③  事前届出者  緊急通行に係わる業務の实施について責任を有する者（代行者を含む。） 

④  事前届出先 川本警察署又は県警察本部若しくは県防災危機管理課 

⑤  事前届出に必要な書類 

ア．「規制除外車両事前届出書」 

イ．自動車検査証 

ウ．その他書類（②の区分により異なる） 

⑥ 規制除外車両事前届出済証の交付等  事前届出をした場合は、規制除外車両としての要件

が備わっていれば、規制除外車両事前届出済証が交付される。 

实際に災害が発生した場合には、交付を受けた規制除外車両事前届出済証を警察本部、川

本署に持参すると規制除外車両確認証明書及び標章が交付される。
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第 12節 輸送体制の整備 

 

 第 1．緊急輸送道路の確保 

【基本方針】  

 災害発生時における応急対策活動を迅速に行うために、これらの活動に必要な道路をあらかじ

め緊急輸送道路として指定しておき、これら道路の障害物の除去や亀裂の応急補修を他の道路に

先立ち行う必要がある。 

 

【実施内容】 

  １．緊急輸送道路の指定 

   応急修理のための優先順位、その他それぞれの場合を想定し、緊急輸送道路を指定する。 

 

 ２．緊急輸送道路確保の体制づくり  

 緊急輸送道路の確保は、最優先の災害対応の行動である。発災後、直ちに緊急輸送道路確保

のため以下の体制づくりを事前に準備する。 

①  発災直後は、交通規制を担当する警察等の到着は困難が予想されるため、警察等が到着す

るまでの間、必要に応じて沿道住民が道路規制等を行う事を検討する。 

②  沿道及び周辺に位置する重機を有する事業所に対して、発災後直ちに自主的に輸送道路の

確保に従事するような協定づくりを推進する。 

 

 第 2．緊急輸送車両の確保 

【基本方針】  

 被災者や救援救護物資の輸送のために必要な車両の確保を図るため、事前に関係事業所や運送

事業所との協力要請を進める。 

平常時から関係機関や企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害発

生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとする。民間事業者に委

託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、

民間事業者との間で協定を締結しておくなど、民間事業者のノウハウや協力等を活用するものとする。 

 

【実施内容】 

  １．出動要請計画の作成  

 災害時における被災者の避難及び応急対策に必要な要員、物資等の迅速確实な輸送を確保す

るため、町及び事業者所有の賃貸車両の把握とリスト化を図り、出動要請計画を作成する。 

 

  ２．救援物資集結場所の設定  

 災害時の迅速な応急対策活動のために、あらかじめ救援物資集結場所を設定しておく。 

 

  ３．賃貸車両集結場所の設定  

 災害時の迅速な応急対策活動のため、あらかじめ協力事業所からの賃貸車両集結場所を目的

別（道路等の応急復旧･救援救護･救援物資輸送等）に設定しておく。 

 

第３  緊急輸送道路啓開体制の整備 

１．啓開道路の選定基準の設定 

 災害時において、道路啓開（道路上の土砂、流木等を除去し、交通確保を図ること）を实施

する路線の選定、優先順位について関係機関と連携を取り選定基準を設け、あらかじめ定めて

おく。 

２．道路啓開の作業体制の充実 
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   平素から、災害時において、関係機関及び関係業界が迅速かつ的確な協力体制を確立して道

路啓開の作業を实施できるよう、効率的な道路啓開体制の整備を図る。 

３ 道路啓開用装備・資機材の整備 

   平素から、道路啓開用装備・資機材の整備を行うとともに、建設業協会等を通じて使用でき

る建設機械等の把握を行う。 

   また、障害物除去、応急復旧等を迅速に行うため、道路管理者相互の連携の下、あらかじめ

応急復旧計画を策定する。 

４ 関係団体等との協力関係の強化 

   災害時に建設業協会や関係団体等の協力を得て、迅速かつ的確な道路啓開作業が实施できる

ように、道路啓開に関する協力協定の締結を図り、協力関係の強化を図る。 

   また、自衛隊の災害派遣への対応も円滑に行えるよう受入れ体制の整備に努める。 
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第 13節 防災施設、装備等の整備 

 

第 1．災害用臨時へリポートの整備  

【基本方針】  

  町は、災害時の救助・救護活動、緊急物資の輸送等にヘリコプターの機動性を生かした応急

活動を円滑に实施するため､ヘリコプターが離着陸できる臨時へリポートの選定、整備に努める。 

 

【実施内容】 

  １．臨時へリポートの選定  

 町は、県と協議のうえ、臨時へリポートを学校の校庭、公共の運動場、河川敷等から選定し

ておく。 

 

  ２．県への報告  

町は、新たに臨時へリポートを選定した場合、町地域防災計画に定めるとともに、県に次の事項

を報告（略図添付）する。 

① 臨時へリポート番号 

② 所在地及び名称 

③ 施設等の管理者及び電話番号 

④ 発着場面積 

⑤ 付近の障害物等の状況 

⑥ 離着陸可能な機種 

 

  ３．臨時へリポートの管理 

 町は、選定した臨時へリポートの管理について、平素から当該臨時へリポートの管理者と連

絡を保つなど現状の把握に努めるとともに、常に使用できるよう配意しなければならない。 

 

第 2．防災装備等の整備・充実  

【基本方針】  

  防災関係機関は、応急対策の实施のため、防災用装備等をあらかじめ整備・充实しておく｡保

有装備等は、随時点検を行い、保管に万全を期するものとする。 

 町（消防機関）が災害時の地域における防災拠点施設を整備するに当たっては、施設の建設

にあわせ､災害時に必要となる各種装備、資機材等の備蓄に配慮する。 

 

【実施内容】 

  １．各種防災装備等の整備 

① ヘリコプター 

② 特殊車両 

③ その他（可搬式標識・標示板等交通確保、規制対策用資機材等） 

 

  ２．資機材等の調達 

 防災関係機関は、災害時における必要な資機材の調達の円滑を図るため､調達先の確認等の措

置を講じておく。 
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第 14 節 食糧・飲料水及び生活必需品等確保・

供給体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害時においては、飲料水・食糧・医薬品・医療資器材、生活必需品・燃料類・防災用資機材

等を速やかに用意する必要があり、平常時における必要器材の整備を図るとともに、災害時にお

ける迅速かつ確实な調達が可能な体制を確保する。 

 食糧、生活必需品の備蓄・調達品目は、災害時要援護者に十分配慮して選定するとともに、男

女のニーズの違いなど、男女双方の視点や、アレルギー対応等にも十分配慮する。 

 

【実施内容】 

 １．災害対策資機材の種類と備蓄・調達体制の整備  

① 備蓄・調達計画の制定 

  災害発生時の季節、気象、時間帯等により想定される様々なケースに対応できるように、

被害が最大となる災害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条

件等も踏まえて備蓄・調達計画を定める。 

② 種類 

   ア．食糧、飲料水及び生活必需品等（被服、寝具、その他生活必需品をいう。以下同じ。） 

   イ．医薬品等医療資器材 

   ウ．防災資機材 

ａ．救助・救難用資機材 

ｂ．消火用資機材 

ｃ．水防関係資材 

ｄ．陸上建設機械 

  ③ 備蓄の实施主体と役割 

ア．町 

  独自では物資の確保が困難となった被災者に対し、食糧、飲料水、生活必需品等を給与

し、円滑な応急対策を行うために必要な物資、資機材を備蓄するよう努める。 

  又、家庭・事業所に対して、備蓄に関する啓発を行うものとする。 

イ．家庭・事業所における備蓄の促進 

  各人「自分の命は自分が守る」ことが基本である。 

  食糧その他生活必需品の備蓄の重要性について住民や事業所への知識の普及に努める。 

ａ．飲料水 

  一人一日３㍑というのが、煮炊きや飲用のために必要な水の量の目安であり、飲料水

の備蓄として、ペットボトルや缶入りミネラルウォーターの利用を促進する。又、就寝

前、いろいろな容器に汲み置きしておく習慣の普及を図る。 

ｂ．飲料水以外の水 

  食器や手洗い、水洗トイレ用、又初期消火用の水として、浴槽や洗濯機にいつも水を

貯めておく習慣の普及を図る。 

ｃ．食 糧 

  日常的な食糧の備蓄習慣の普及を図る。 

  非常食としては缶詰、レトルト食品、アルファ米、ドライフーズ食品等があるが、特

別に備蓄しなくても、菓子類やインスタント食品、干しうどんやそば等、日常の食品を

多めに買い置きしておく。 

  食糧品備蓄で気をつけなければいけないのは賞味期限であり、時折チェックし、古い

ものは日常の中で消化しながら買い足していく習慣の普及を図る。 

ｄ．非常用持ち出し袋等 
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  各家庭、事務所で災害時に必要と思われる品をまとめた「非常用持ち出し袋」、「リュ

ック」等を用意しておく習慣の普及を図る。 

④ 備蓄の方法 

  物資の種類に応じて、集中備蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行う。 

⑤ 備蓄場所の整備 

  庁舎、民間倉庫をはじめ、避難所となる学校、公民館等にも可能な限り備蓄できるよう備

蓄に努める。 

 

  ２．食糧、飲料水及び生活必需品等の備蓄・調達 

    ① 食糧の備蓄及び調達体制の確立  

町、県及び町民は全体で、被害想定に基づく短期的避難所生活者等及び災害救助従事者の

概ね３日分に相当する量を目標に食糧及び給食用資機材の備蓄体制の整備を行う。これは災

害により、輸送経路等が被災し、県外及び遠隔地からの輸送が困難となることも想定される

ことによる。 

この内訳は、町、県、町民がそれぞれ１日ずつの備蓄を行うことを目標とする。 

    ア．基本事項 

ａ．食糧給与対象者 

      災害時の食糧給与の対象者は、避難者及び災害救助従事者とする。 

ｂ．給与品目 

  発災直後の被災者のための食糧としては、乾パン、パン、弁当、おにぎり、缶詰、牛

乳、飲料水（ペットボトル）等の調理不要の品目が望ましい。 

  それ以降は、炊き出し用の米、即席麺、レトルト食品、包装米飯等調理の容易な品目

とし、合わせて食塩、味噌、醤油等の調味料とし、必要に応じて野菜、肉類、魚介類も

含める。又、乳児食は、調整粉乳とし、哺乳ビンも併せ調達する。 

  なお、備蓄は乾パン、缶詰等調理不要で保存期間の長い品目とする。 

ｃ．食糧の調達、給与は町長が行うことを基本とするが、必要な場合には知事が行う。 

イ．食糧の調達体制の整備 

    本町は被害想定調査において、人的な被害は想定されていないが、災害時の調達につい

ては生産者及び販売業者並びに近隣市町村、県の協力を得て食糧の調達を行う。 

ウ．食糧の輸送体制の整備 

    町は食糧の備蓄並びに調達計画に基づき、輸送業者と十分協議しておく。 

エ．食糧集積地の指定 

    町は集積地を定め、その所在地、経路等についてあらかじめ知事に報告しておくものと

する。 

オ．町は、あらかじめＪＡ、商工会及び大型店舗等と協議し、災害時の食糧の供給優先のた

めの協定を締結し、応急時に提供を要請する。 

  ② 飲料水及び給水用資器材の備蓄並びに調達 

町、県及び町民は 全体で、被害想定に基づく短期的避難所生活者等及び災害救助従事者

の概ね３日分に相当する量を目標に、飲料水及び給水用資器材の備蓄を行う。これは災害に

より、輸送経路等が被災し、県外及び遠隔地からの輸送が困難となることも想定されること

による。 

  災害発生時においては、水道管及び貯水池等が破損し、水道が使用できなくなるおそれが

あるため、町及び各家庭・事業所は、平常時から飲料水の備蓄に努める。 

   又、迅速な応急給水を行うため、ポリ容器、給水タンク等の資機材の備蓄を推進する。 

③ 生活必需品等の備蓄及び調達体制の確立 

   町及び県は、被害想定に基づく短期避難所生活者の概ね３日分に相当する量を目標に生活

必需品の備蓄を行う。 
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ア．基本事項 

ａ．生活必需品の給（貸）与対象者 

  災害によって住家に被害を受け、日常生活に欠くことのできない生活必需品を喪失又

はき損し、しかも物資の販売機構の混乱により、資力の有無にかかわらず生活必需品を

直ちに入手することができない状態にある者とする。 

ｂ．品目 

(ｱ) 寝具 

(ｲ) 衣服 

(ｳ) はだ着 

(ｴ) 身回り品 

(ｵ) 炊事用具 

(ｶ) 食器 

(ｷ) 日用品（懐中電灯（電池を含む）、トイレットペーパー、ティッシュペーパー） 

(ｸ) 燃料、光熱材料 

(ｹ) 簡易トイレ、仮設トイレ 

(ｺ) 情報機器  

(ｻ) 災害時要援護者向け用品 

(ｼ) 女性用衛生用品 

(ｽ) 紙おむつ 

(ｾ) 作業着 

(ｿ) 小型エンジン発電機 

(ﾀ) カセットコンロ、カートリッジボンベ 

(ﾁ) 土のう袋 

(ﾂ) ブルーシート 

ｃ．民間事業等への協力の要請 

  県及び町は、特に昼間人口の多い地域においては、事業所在勤者のための生活必需品

の備蓄体制の整備を民間事業者へ要請する。 

イ．生活必需品の備蓄並びに調達計画の策定 

  町は、被害想定に基づく必要数量等を把握の上、生活必需品の備蓄数量、災害時におけ

る調達数量、品目、調達先、輸送方法及びその他必要事項等、生活必需品の備蓄並びに調

達計画を策定しておくものとする。 

ウ．生活必需品の備蓄 

  町は、生活必需品の備蓄並びに調達計画に基づき、生活必需品等の備蓄及び更新を行う。 

エ．生活必需品等の調達体制の整備 

    町は、生活必需品の備蓄並びに調達計画に基づき、生産者及び販売業者と十分協議して

おく。 

オ．生活必需品の輸送体制の整備 

  町は､生活必需品の備蓄並びに調達計画にもとづき、生産者、販売業者及び輸送業者と十

分協議し、備蓄並びに調達を行う生活必需品の輸送に関して、業者と協定の締結に努める。 

 

 ３．医薬品等医療資器材の備蓄・調達 

① 医療資器材の備蓄 

  医療・救護について応急対策を円滑に实施するために、町及び医療機関は、平常時から医

薬品等医療資器材の備蓄に努めるものとする。 

  又、関係業者等と十分協議し、その協力を得るとともに、必要に応じて物資の調達に関す

る契約又は協定の締結に努める。 

② 備蓄品目 
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  災害による負傷の形態を考慮し、最も必要とされる医薬品等医療資機材から順次備蓄に努

める。 

③ 医薬品の管理 

  医薬品等医療資器材の備蓄に当たっては、適正な管理と保存期限ごとの更新を行う。 

④  備蓄計画の策定 

  町は、災害時の医薬品等医療資器材の品目、数量、保管場所、その他必要事項等の備蓄計

画を策定しておくものとする。 

ア．災害時の医療及び助産活動のための医療救護資器材、医薬品の備蓄及び更新に努める。 

イ．医薬品等備蓄施設における災害時の医薬品等資材の品質の安全確保について、管理責任

体制を明確にするなど自主対策の推進に努める。 

 

 ４．防災資機材の備蓄・調達  

 町及び江津邑智消防組合は、次に掲げる資機材の備蓄に努める。又、民間協力業者等と十分

協議し、その協力を得るとともに、必要に応じて物資の調達に関する契約又は協定の締結に努

める。 

  ①  品目等 

ア．救助・救難用資機材 

   エンジンカッター、エアジャッキ及び救命ボート等、救助・救難活動で必要な資機材の

備蓄や調達のための連絡体制の確立に努める。 

イ．消火用資機材 

   消火器、消防ポンプ等消火用資機材の備蓄又は調達のための連絡体制の確立に努める。 

ウ．水防関係資機材 

   土のう袋、かます、万年土俵、麻袋、杭及び縄等の水防関係資材の備蓄又は調達のため

の連絡体制の確立に努める。 

エ．陸上建設機械 

    人命救助及び復旧作業等に必要な陸上建設機械の調達のための連絡体制の確立等に努め

る。 

②  防災用資機材等の備蓄計画の策定 

  町は、各避難所及び広域避難地の収容人員の計画値に基づく必要量を把握の上、災害時の

防災用資機材等の品目、数量、保管場所、輸送方法及びその他必要事項等、防災用資機材等

の備蓄計画を策定しておくものとする。 

③  防災用資機材等の整備 

  町は、防災用資機材等の整備計画に基づき、災害時の応急活動用の防災用資機材の備蓄を

行う。 

 

５ 応急仮設住宅等 

   県及び町は企業等と連携を図りつつ、応急仮設住宅の建設可能用地の選定、資機材の供給可

能量の把握等に努めると共に、被災者用住居として利用可能な公営住宅や民間の空き家等を把

握し、迅速に対応できる体制の整備を図る。 

   この他、民間賃貸住宅の活用についても、その取扱い等について事前に定めておくものとす

る。 

６．義援品送付 

   義援品送付にあたり、小口・混載の支援物資を送ることは被災地方公共団体の負担となるこ

となど、被災地支援に関する知識の普及に努める。 
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第 15節 廃棄物等の処理体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害時には、建物の浸水、焼失等により、大量の廃棄物が発生するおそれがある。 

 又､ライフライン等が被災することにより､トイレの使用に支障をきたし、し尿処理の問題が生じる。

特に、多くの被災者が生活している避難所等において、仮設トイレ等の早急な設置が必要となる。 

 このため､廃棄物等の処理体制を整備しておくことにより､効果的に廃棄物を処理できるようにし

ておく。また大量の廃棄物の発生に備え、広域処理体制の確立に努める。 

 

【実施内容】 

  １．廃棄物処理体制の整備 

 ① 廃棄物処理要領の習熟と体制の整備 

 町は、第 3章第 22節「廃棄物等の処理」に示される廃棄物等の処理活動の要領・内容に習熟

するとともに、必要な体制を整備する。 

 又､町はあらかじめ民間のごみ処理関連業界を把握し、災害時において迅速に収集運搬ができ

るよう又､それに伴う資機材、人員の確保等について、積極的な協力が得られるよう、事前に協

力体制を整備しておくことが必要である。 

② 維持管理対策 

 廃棄物処理施設に欠陥が生じた場合には、適正な処理に影響が生じ、強いては周辺地域の環境

破壊をも引き起こすおそれが考えられるので､町及び事務組合は、普段より施設の維持管理等を

十分に行う。 

③ 災害廃棄物の仮置場の選定 

 災害時における災害廃棄物等の仮置場の候補地をあらかじめ選定しておく。選定の基準は以下

のとおりとする。 

ア．他の応急対策活動に支障のないこと。 

イ．環境衛生に支障がないこと。 

ウ．搬入に便利なこと。 

エ．分別等適正処理の対応が出来ること。 

 

  ２．し尿処理体制の整備  

① し尿処理要領の習熟と体制の整備 

 町は、第 3章第 22節｢廃棄物等の処理｣に示される廃棄物等の処理活動の要領及び内容に習熟

するとともに､必要な体制を整備する。 

 又､町は、あらかじめ民間のし尿処理関連業界を把握し、災害時において迅速に収集運搬が出

来るよう又、それに伴う資機材、人員の確保等について､積極的な協力が得られるよう、事前に

協力体制を整備しておくことが必要である。 

② 災害用仮設トイレの整備 

 町は、あらかじめ民間の仮設トイレ等を扱うリース業界等の関連業界団体を把握し、災害時に

積極的な協力が得られるよう、事前に協力体制を整備しておくことが必要である。 

③ し尿処理排出量の推定 

 被災した家屋等の汲取式便槽のし尿については､被災地における防疫上、収集可能になった日

よりできる限り早急に収集処理を行う必要があるので、平常時における量に加え一時的であるが、

処理量の増加があるものと考えられる。 

 そのため､緊急時における収集体制の確立を図るとともに、処理場においてもそれに対応でき

るようにしておく。なお、被災世帯の処理量のほか､流失・損壊家屋の便槽のし尿分が加わるも

のと想定しておく。 
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  ３．応援協力体制の整備 

 廃棄物の処理は町が個別に行っている事業であるため､被災地域が局所的となるような直下型災

害等に対しては、市町村間での廃棄物の収集運搬体制の整備、又､処理施設が被災した場合、復旧

作業期間における応援協力体制の整備が必要となる。 

 そのため、町は、災害廃棄物等の処理の応援を要請する相手方の業者、各種団体について、あら

かじめその応援能力等について十分調査の上、応援協定の締結を図ること等により体制を整えてお

く。 
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第 16節 防疫・保健衛生体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害時の被災地域においては､衛生条件が極度に悪く、感染症等の疾病の発生がたぶんに予想さ

れるので､これを防止するための防疫・保健衛生、食品衛生、監視体制等を整備しておく。 

 

【実施内容】 

  １．防疫・保健衛生体制の整備 

 町における災害防疫のための各種作業实施組織の編成について、あらかじめ､以下の体制を整備

しておく。 

① 防疫班の編成 

町は、防疫作業のために防疫班の編成計画を作成する。 

防疫班は、町の職員及び臨時に雇い上げた作業員をもって編成する。 

② 防疫・保健衛生活動要領の習熟 

 町及び関係機関は、第 3 章第 23節「防疫・保健衛生、環境衛生対策」に示す活動方法・内容

に習熟する。 

 

  ２．食品衛生、監視体制の整備 

災害時は、食品衛生監視員のみでは十分な監視指導が出来ない場合もあるので、営業施設の被災

状況の把握、被災施設の重点的監視を行う体制を整備するとともに､速やかな状況把握と衛生指導

を行うため、業者団体との連携の強化に努める。 

 

  ３．防疫用薬剤及び器具の備蓄 

 町は、消毒剤、消毒散布用器機、運搬器具等について､災害時の緊急の調達に困難が予想される

ものについては､平常時からその確保に努める。 

 

４．精神保健活動体制の整備 

 災害時の心のケアの専門職からなる精神活動班編成の整備に努めるものとする。 

 

５．家庭動物等への対策 

家庭動物として飼育されていた動物が放逐されることによる放浪動物や飼育放棄が発生しない

よう、平時から家庭動物の避難用品の確保や同行避難が行えるよう啓発や体制の整備を図る。
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第 17節 消防団及び自主防災体制の整備 

 

広域にわたり甚大な被害をもたらす風水害による被害を軽減するためには、行政機関の対応に加え

て住民や事業所等が一体となって警戒避難活動や救出・救助などの災害防止活動に取り組む必要があ

る。 

そこで､町及び防災関係機関は、消防団を育成強化するとともに、自主防災組織等の防災組織を整

備し、これらの組織の連携、組織の活動環境を整備ることにより地域コミュニティの防災体制の強化

を図る。 

 

第 1．消防団の育成強化 

【基本方針】  

消防団は、災害時における水防、救助、災害復旧等の第一線での活動や平常時におけるコミュニテ

ィ活動の中心的役割等地域社会の中で重要な役割を果たしている。 

このため､消防団を地域防災の中核団体と位置づけ、育成強化を促進する。 

 

【実施内容】 

 近年の社会経済情勢の変化は、消防団活動にも影響を及ぼしており、過疎化・高齢化の進展に伴う、

団員数の減尐、団員の高齢化に伴う消防力の低下、就業構造の変化に伴う、団員のサラリーマン化に

よる昼間消防力の低下といった課題を抱えており今後は、町において次のような点に留意し、地域の

实情に応じて、消防団の育成強化を図り地域社会における防災体制の確立を図っていく。 

① 消防施設、設備及び装置のより一層の強化、高度化を図り、省力化を推進する。 

② 団員の処遇改善、教育訓練体制の充实を図る等活性化対策を推進する。 

③ 公募制の導入等入団募集方法の検討や事業所への働きかけなどいわゆる「サラリーマン」対策

を实施し青年層の入団促進を図る。 

④ 女性消防団員活動の積極的推進を図る。 

 

第 2．自主防災組織等の整備 

【基本方針】  

 災害が発生した場合、道路、橋梁等の破壊により防災関係機関の防災活動が遅れたり、阻害さ

れることが予想される。又、各地区が孤立したり、消防機関が対応できない場合も多いと思われ

る。更に、消防職員・団員や役場職員が被害を受け、活動ができない場合や連絡が取れない場合

も予想される。 

 このような事態に備え、被害の阻止又は軽減を図るために住民の自主的な防災活動すなわち出

火防止、初期消火、被災者の救出救護及び避難等を住民が団結し、組織的に行うことが必要であ

る。 

 このような民間防災組織の活動は、警報等が発せられた場合における災害情報の正確な伝達、

混乱の発生防止等についても大きな役割を果たすものと考えられる。 

 

【実施内容】 

 １．公共団体及び防災上重要な施設の管理者との連絡等 

①  応急措置の实施 

    公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、各自の防災組織を整え、災害時にはそれぞれ

の責任において、第一次的な応急措置を实施するものとする。 

②  連絡の方法 

    公共団体及び防災上重要な施設の管理者は、防災に関し常に町機関との連絡を密にし、的

確な防災対策の实施に協力するものとし、あらかじめ連絡責任者を定めておき、的確かつ迅

速な連絡を保つものとする。 
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 ２．自主防災組織の育成 

① 自主防災組織の構成 

  集落又は自治会及び事業所等に対し、自主防災の意義を強調し、十分意見等を交換し、そ

れぞれの实情に応じた組織の編成を推進する。 

 このため町は、研修機会の提供や支援を行う。 

  また、自主防災組織の設立や防災活動に対する助言等を行うための意識、知識、技能を有

する人材養成に努める。 

 

② 育成すべき自主防災組織  

ア．地域住民自主防災組織 

   地域住民の自主防災組織は集落又は自治会の単位とし、概ね次の例により組織の編成、

役割及び活動内容等について育成指導を図るとともに、多様な世代が参加できるような環

境の整備などにより、これらの組織の日常化、訓練の实施を促すものとする。その際、女

性の参画の促進に努めるものとする。 

 

ａ．組織の編成の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．役割及び活動内容の例示  

 平 常 時 の 役 割 非 常 時 の 役 割 

情報・ 

 調査班 

○ 災害についての知識の吸収及び映

画、印刷物等による啓発、調査内

容、方法及び情報伝達収集訓練。 

○ 災害情報の伝達収集・避難命令の伝達、

被災状況の調査、及び情報収集し、防災

機関への伝達。 

○ 警報等の正確な伝達と対応策の協議｡ 

避難誘導 

・復旧班 

○ 避難路､避難所の巡回点検､避難訓

練の実施。 

○ 応急復旧、修理の技術の習得及び資

材の備蓄、労務の出動計画の作成。 

○ 避難所の安全確認、人員点呼、説得､避難

誘導。 

                 

○ 破損した家屋等の応急復旧、修理。 

防 災 班 

○ 火災予防運動の推進、消火器等によ

る家庭での初期消火の講習及び訓

練、各分団に備え付けの消防機器設

備の使用講習及び訓練、消防水利

の確保。 

○ 出火防止の広報、火災の警戒、初期消火

活動。 

 情報・調査班   （班長） 班 員 

 防災班     （班長） 班 員 会 長 

 救助・防犯班  （班長） 

 生活班      （班長） 

 衛生班      （班長） 

副会長 

 その他 

班 員 

班 員 

班 員 

班 員  避難誘導･復旧班（班長） 
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救助 

・防犯班 

○ 高齢者、障害者及び負傷者の救出に

必要な用具の調達及び技術の習得、

救助訓練の実施。 

○ 警察署との連携体制づくり、地区内

及び周辺の巡回点検､危険物等の調

査。 

○ 高齢者、障害者及び負傷者の救助活動。 

          

 

○ 警察活動に協力、被災地区の点検。 

 

生 活 班 

○ 炊飯用具等の調達計画と管理、必要

物資の調達計画や斡旋方法の検

討、炊出し訓練。 

○ 備蓄品の確認・管理､炊出し実施､配水救

援物資の配分の協力。 

衛 生 班 

○ 衛生知識を習得し、住民に衛生教育

の実施、応急救護の方法の習得、障

害物やごみの処理について検討。 

○ 負傷者の応急救護、移送及び防疫につ

いて防災機関に協力。 

そ の 他 
○ 地区の特性で何が必要か話し合い、

そのものについて役割を決める。 

○ 地区の中で対処すべきことを実施。 

イ．事業所及び施設等の自主防災組織 

   災害発生時には、学校、医療機関等多くの人が出入り、利用する施設や事業所において

は大規模な被害発生が予想されるので､これらの軽減を図るため、防災管理者を主体とした

自主的な防災組織の育成指導を図る。 

③  自主防災計画の策定 

  災害予防や被害軽減のための的確な活動ができるよう、あらかじめ組織の編成の例示や役 

割及び活動内容の例示を参考にして、自主防災計画を定めておく。 

ア．地区の自主防災計画 

  この計画には次の事項を記載しておく｡ 

ａ．住民は、その周辺及び危険が予想される箇所を点検し、その状況を把握するとともに

対策を講じておくこと。 

ｂ．住民は、それぞれの能力にふさわしい任務を分担すること。 

ｃ．自主防災訓練ができるよう、その時期・内容等についてもあらかじめ計画をたて、か

つ町が行う訓練にも積極的に参加すること。 

ｄ．防災機関、本部、各班及び各世帯の体系的連絡方法、情報交換等に関すること。特に

災害時要援護者への連絡、避難誘導等については担当を複数明記しておくこと。 

ｅ．出火防止、消火に関する役割、消火用その他資機材の配置場所等の周知徹底、点検整

備を行うこと。 

ｆ．避難所、避難路、避難の伝達、誘導方法、避難時の携行物資の検討をしておくこと。 

ｇ．負傷者の救出、搬送方法、救護所の開設を検討しておくこと。 

ｈ．その他自主的な防災に関すること。 

イ．施設、事業所の自主防災計画 

ａ．記載事項 

・ 施設事業所の職員にそれぞれ任務を分担させること。 

・ 自主的に防災訓練ができるようその時期、内容等についてあらかじめ防災計画をたて、

かつ町や江津邑智消防組合等が行う訓練にも積極的に参加すること。 

・ 防災機関、本部、各事務所ごとの体系的な連絡方法、情報交換等について明示してお

くこと。 

・ 施設等の整備に関すること。 

・ 負傷者の救出、搬送の方法、救護班に関すること。 

・ 避難所、避難経路、避難の伝達方法、避難時の非常時持出し等に関すること。 

・ 住民との協力に関すること。 

・ その他、自主防災に関すること。 

ｂ．対象施設 



 風水害等対策－74 

・ 学校、旅館、医療機関等多数の者が利用又は出入りする施設。 

・ 多人数が従事する工場、事務所等で自主防災組織を設け、災害防止に当たることが効

果的であると認められる施設。 

・ 複合用途施設利用（入居）と事業所が共同である施設。 

ｃ．組織設置要領 

  事業所の規模、形態によりその实態に応じた組織づくりをし、それぞれに適切な規約

及び防災計画をたてておく。 

 ・役 員 ： 防災責任者及びその任務、班長及びその任務 

 ・会 議 ： 総会、役員、班長会等 

 

④ 自主防災組織の活動状況の把握 

   災害時の自主防災組織の役割に鑑み、町がそれぞれの状況を把握しておくことは重要で、地

域の新体制が整う年度当初に、町は各自主防災組織の实態調査を行い防災体制の充实を図る。 
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第 18節 災害ボランティアの活動環境の整備 

 

【基本方針】  

大規模災害発生時には、救護をはじめ各種支援を必要とする被災者が大量に発生するため、町

及び町社会福祉協議会は、県及び防災関係機関の救助活動等にあわせ、住民等による自主的かつ

きめ細かな対応が求められる。 

 このため、町及び町社会福祉協議会は県、防災関係機関及びボランティア関係機関と連携し、

ニーズの把握、災害ボランティアの受付、登録、派遣調整など、災害ボランティアの活動が円滑

かつ効果的に行えるよう活動環境の整備を図る。 

  その際、平常時の登録、研修制度、災害時における災害ボランティア活動の受入れや調整を行

う体制、災害ボランティア活動拠点の確保、活動上の安全の確保、被災者ニーズ等の情報提供方

策等について整備を推進するものとする。 

 

【実施内容】 

 １．災害ボランティアの活動内容 

災害ボランティアとは、災害発生時に被災地方公共団体や被災者の自立を支援することを目

的として善意の活動を行う個人・団体をいう。 

災害時におけるボランティアを専門的知識・技術や特定の資格を有する者（以下「専門ボラ

ンティア」という。）及びそれ以外の者（以下「一般ボランティア」という。）に区分し、その

活動内容は、概ね次のようなものとする。 

 

区   分 活 動 内 容                    

専    門 

ボランティア 

 被災住宅等応急復旧(建築士、建築技術者等) 

 建築物危険度判定(応急危険度判定士) 土砂災害危険箇所の調査(斜面判定士) 

 医療看護(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等) 

 福 祉(手話通訳、介護等)      無 線(アマチュア無線士) 

 特殊車両操作(大型重機等)      通 訳(語 学) 

 災害救援(初期消火活動、救助活動、応急手当活動等及びその支援) 

 その他特殊な技術を有する者 

一    般 

ボランティア 

 救援物資の整理、仕分け、配分    避難所の運営補助 

 炊出し、配送            清掃、防疫 

 災害時要援護者等への生活支援    その他危険のない軽作業 

外国語の通訳、情報提供 

 

 ２．専門ボランティアとの連携体制の整備 

① 専門ボランティアの育成・事前登録 

県、日本赤十字社島根県支部等関係機関と連携し、災害時のボランティア活動に必要な知

識、技能等についての講習や訓練の实施や、ボランティア団体及び個人の事前登録を行うよ

う努める。又、ボランティアに関する普及啓発を行い、住民に積極的な活動参加を呼びかけ

る。 

② 専門ボランティア組織・団体に関する情報の把握 

災害時の意思の疎通を円滑にするために、専門ボランティア組織・団体に関する情報（活動内

容、規模、連絡先等）を把握するよう努める。 

 

３．一般ボランティアとの連携体制の整備 

県や日本赤十字社島根県支部等関係機関と連携し、ボランティアに関する普及啓発を行い、

住民に積極的な活動参加を図るとともに、ボランティアを希望する者の氏名、連絡先、希望活
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動内容等の事前登録など、体制の整備に努める。 

 

４．災害ボランティア受入れ体制の整備 

① 災害ボランティアの受入れのための協議機関の整備 

災害時における災害ボランティアの円滑な受入れ体制などについて、協議を行う機関の整備に

努める。 

② ボランティア受入れマニュアルの作成 

県や日本赤十字社島根県支部等関係機関と連携し、災害ボランティア活動が円滑に实施される

よう、災害ボランティア受入れマニュアルの作成に努める。 

③ ボランティア活動への支援 

町は、県の協力のもと、必要に応じてボランティアの活動拠点を提供する。 

 

５．ボランティアコーディネーターの育成、登録 

ボランティアの受入れには、被災地の多種多様な支援要請とボランティアの活動を結び付け

るための「専門的なボランティアコーディネーター」の確保が不可欠である。県、日本赤十字

社島根県支部等関係機関と連携し、災害ボランティア活動ニーズの把握、受け付け、登録、派

遣、撤収等調整を行う災害ボランティアコーディネーターの育成、登録に努める。 

 

６．災害ボランティアの周知 

県、日本赤十字社島根県支部等関係機関と連携し、災害ボランティアが円滑に受入れられる

よう、平素より地域住民に災害ボランティアの役割・活動についての周知を図る。災害等によ

る被害の拡大を防止するには、町、県及び防災関係機関の迅速かつ的確な対応にあわせ、住民

等による自主的かつきめ細かな対応も必要である。 

 このため、町、県及び防災関係機関は、ボランティアの防災活動が円滑に行えるような活動

環境の整備を図る。 

 

７．災害ボランティアとの連携体制の整備 

 県、日本赤十字社島根県支部、社会福祉協議会等と連携し、災害ボランティアバンクの設置に

努めるとともに災害ボランティアセンター運営のための人材育成に努める。
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第 19節 防災教育 

 

【基本方針】  

 自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、住民はその自覚を持ち、平常時より災害

に対する備えを心がけるとともに、発災時には自らの身の安全を守るよう行動することが重要で

ある。又、初期消火、近隣の負傷者・災害時要援護者を助ける、避難場所で自ら活動する、ある

いは県、町、公共機関等が行っている防災活動に協力する等、防災活動への寄与に努めることが

求められる。 

  教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関するテキストやマニュアルの配布、有識

者による研修や講演会、实地研修の開催等により、防災教育を实施するものとする。 

 

【実施内容】 

 １．災害対策ＰＲ用パンフレット、チラシ等の作成配布  

 災害発生時において、住民一人ひとりが正しい知識と判断をもって行動できるようパンフレ

ット、チラシ等を作成し、各種防災行事等を通じて配布する。 

  ① 広報の重点事項 

   ア．平常時の心得に関する事項 

ａ．家族と避難先や連絡先を相談し、あらかじめ決めておくこと 

ｂ．防災訓練に進んで参加すること 

ｃ．自主防災組織をつくっておくこと 

ｄ．非常持出用品をまとめておくこと 

ｅ．日頃から崖崩れに注意すること 

ｆ．日頃から建物の補強、家具の固定に注意すること 

ｇ．日頃から飲料水や消火器の準備をすること 

ｈ．要配慮者への配慮 

     イ. 警報等発令時の心得に関する事項 

ａ．正しい情報をつかむこと 

ｂ．すぐに家庭の防災会議を開くこと 

ｃ．家の中でつぶされないよう身をおく場所を確かめること 

ｄ．火はできるだけ使わないこと 

ｅ．危険物などの安全に注意すること 

ｆ．水や消火器を用意すること 

ｇ．身軽で安全な服装に着がえること 

ｈ．非常持出品を確かめること 

ｉ．隣近所で助け合うこと 

ｊ．自動車や電話の使用を自粛すること 

ウ．警報発表時や避難指示、避難勧告、避難準備情報の発令時に取るべき行動、避難場所で

の行動 

  ２．町及び防災関係機関の職員等に対する教育 

  町及び防災関係機関は、それぞれ災害対策関係職員の災害時における適正な判断力を養成し、

又、職場における防災体制を確立するため、あらゆる機会を利用して防災教育の徹底を図る。 

  教育内容並びにその方法は次のとおりとする。 

    ① 教育内容 

ア．邑南町地域防災計画の内容と運用 

イ．災害対策本部の組織、事務分掌及び任務分担の徹底、確認 

ウ．災害情報が出された場合及び災害が発生した場合に具体的に取るべき行動に関する法令

及び知識   
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エ．予想される災害に関する知識 

オ．災害対策として現在講ぜられている内容 

カ．今後災害対策として取り組む必要のある課題 

キ．被害の調査方法及び技術的な被害額の算出方法並びに被害報告要領と連絡方法 

  ② 教育方法 

ア．講習会 

  学識経験者並びに関係機関の専門職員を講師として招き、災害の要因、対策等の科学的、

専門的知識の高揚を図る。 

イ．研修会 

  災害対策関係法令及びその他の防災関係条項の説明、研究を行い、主旨の徹底と防災計

画の理解と推進を図るとともに、土木、建築、非常無線通信等その他防災対策に必要な技

術の修得を図る。 

ウ．検討会 

  防災訓練と併せて検討会を開催し、災害時における業務分担についての自覚と認識を深

める。 

エ．見学・現地調査 

  防災関係施設、防災関係研究機関の見学並びに危険地域等の現地調査を行い、現況の把

握と対策の検討を行う。 

 

 ３．学校教育における防災教育 

   学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保

など、防災に関する教育の充实に努めるものとする。また、学校において、外部の専門家や保

護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促すものとする。 

①  防災教育の徹底 

  学校関係者は、災害発生時の一次避難の仕方、指示に従って冷静に行動することの重要性

など避難方法を児童生徒に徹底させるよう努める。その上で自主防災思想の涵養を図るため、

災害の要因等についての科学的知識の普及、理解など、児童生徒の発達段階及び本町の地域

实態に即して学校教育活動全体を通じた防災教育の徹底を図る。 

②  防災上必要な計画と訓練の实施 

  学校関係者は、防災に対する心構えを確認し、災害時に適切な処置がとれるよう災害の状

況を想定し、情報の伝達、児童生徒の避難、誘導等防災上必要な計画と訓練を实施する。な

お、訓練計画の樹立及び实施に当たっては次の点に留意する。 

ア．防災知識指導 

  体育・保健体育科、理科、社会科、生活科などの関連教科や総合的な学習の時間を利用

して、自然災害発生のメカニズムや地域の自然災害や防災体制など基本的な事項を系統的

に理解し、思考力、判断力を高め、それらを働かせることによって意思決定ができるよう

にする防災教育を行う。 

イ．防災訓練 

ａ．訓練は学校行事等に位置づけて計画し、全職員の協力と児童生徒の自主的活動とあい   

まって十分な効果をおさめるように努めること。 

ｂ．訓練は、学校種別・学校規模・施設設備の状況及び児童生徒の発達段階等それぞれの   

实情に応じて具体的かつ適切なものとすること。 

ｃ．訓練に当たっては、事前に施設設備の状況、器具用具等について安全点検し、常に使   

用できるようチェックするとともに、訓練による事故防止に努めること。 

ｄ．平素から災害時における組織活動の円滑を期するため、全職員並びに児童生徒の活動   

組織を確立し各自の任務を周知徹底しておくこと。 

ｅ．訓練实施後は、十分な反省を加え、関係計画の修正整備を図ること。 
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ウ．学校行事における指導 

   学校行事等で災害訓練の实施や防災関係機関、防災施設及び防災・災害展等の見学会を

行い、学校、家庭、地域における災害時の实践活動、避難行動等について習得させる。 

  ４．住民に対する防災知識の徹底 

  防災については、住民個人が果たす役割は大きいため、その防災知識の周知徹底については、

防災週間等の運動や防災訓練を通じて行う。又、災害が発生し、一般に災害に対する関心が高

まっている機会をとらえて、次に掲げる事項の周知徹底を図る。 

① 邑南町地域防災計画に定められているもののうち、特に一般住民の注意を喚起する必要が

ある事項 

  ア．災害の一般知識及び気象予警報の種類と内容 イ．災害発生通報 

 ウ．異常気象等の発生通報    エ．被害情報通報 

オ．避難所、避難路、避難方法   カ．その他必要事項 

② 過去の災害等の紹介 

ア．町内又は隣接市町村等で過去に発生した災害と被害等の实情及びその対策を紹介し、再

び同じ被害を繰り返さないよう再認識させる。 

イ．他市町村の災害記録を逐次発表し、住民の災害に対する判断の資料に供する。 

③ 災害時における心得 

  住民が知っておくべき心得及び注意事項を周知徹底させる。 

   風水害、雪害、大火等災害の種別ごとに災害の特徴をとらえ、一般住民が知っておくべき

心得及び注意事項を周知徹底させる。 

④ 普及方法 

  防災知識の普及は関係機関及び団体の協力を得て、公民館等の社会教育施設を活用するな

どし实施する。 

 

 ５．防災上重要な施設の職員等に対する教育  

① 防災上重要な施設が行う防災教育 

 施設管理者等は職員に対し、講習会や防災訓練等を通して防災学習の徹底を図ることとする。 

② 防災関係機関が行う防災教育 

 防災関係機関は、施設管理者及び防災要員に対し、法令に定める保安講習・立入検査、地

域における防災講習会等を通じ、防災施設の点検・改修・応急対策上の措置等の周知徹底に

努めることとする。 

 

 ６．事業所における防災活動の促進 

 各事業所は、災害時に果たす役割（従業員や顧実の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域貢献、地域との共生）を十分に認識し、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、従

業員教育等を積極的に進めるとともに、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（BCP)

の策定に努めることが必要である。 

 県と町は、事業所におけるこうした取組に資する情報提供等を進めるとともに、事業継続計

画（BCP)策定支援等に取り組むものとする。さらに、事業所職員の防災意識の高揚を図るとと

もに、事業所の防災活動を積極的に評価する等により事業所の防災力向上の促進を図るものと

する。また、事業所を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参

加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。 

 また、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認手段

について平時から積極的に広報するとともに、事業所に対して、従業員等を一定期間事業所内

に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策を行う。 

 

 ７．世論調査及び災害相談の実施  
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 住民の防災について正しい知識の普及と防災意識の高揚を図るため、次の事項を防災関係機

関と有機的連携のもとに实施する。 

① 防災アンケートの实施 

  住民の災害対策に関する防災意識を把握するため、アンケート調査等防災意識調査を必要

に応じて实施する。 

② 住民の災害相談及び現地診断 

  災害に対する住民の不安を解消するため、相談を行う体制づくりを進める。又住宅の耐災

害性等の現地診断についても適宜实施する体制づくりを推進する。 

 

８． 災害教訓の伝承 

① 国、県、町は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確实に後世に伝えていくため、

大災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存する

とともに、広く一般に閲覧できるよう公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑や

モニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

  ② 住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。国、県、町は、災害教訓の伝承の重要

性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収

集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組みを支援するものとする。 

 

第 20節 防災訓練 

 

【基本方針】  

 災害による被害を最小限に抑えるためには、町、県及び防災関係機関による災害対策の推進は

もとより、住民一人ひとりが日頃から災害についての認識を深め、災害から自らを守るとともに

お互いに助け合うという意識と行動が必要である。 

 そのため、防災業務に従事する職員の实践的、継続的な实務の習熟と関係機関の連携を強化す

るとともに、住民の防災に関する関心を高めるため、より实践的な住民参加の訓練を目指す。 

  また、災害対応業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の实施にも努め

るものとする。 

 

【実施内容】 

 １．図上訓練《災害対策本部》 

  図上訓練は、主として災害応急対策について図上で行い、その訓練实施項目は概ね次のとお

りとする。 

  ① 応急対策に従事し、又は協力する者等の動員及び配置 

   ②  復旧資材、救助物資等の緊急輸送 

    ③ 緊急避難及びこれに伴う措置 

 

  ２．実地訓練《災害対策本部》 

  訓練目的を効果的に達成し得られる地区又は場所を選定し、实地において行うものとし、そ

の訓練項目及び訓練内容は次のとおりとする。 

① 気象予警報の伝達及び通信訓練 

  気象業務法、水防法、消防法に定める予警報等の発令、伝達、受理等について、それぞれ

の伝達系統を通じて関係機関の有線通信施設を利用し、又は有線通信途絶の想定のもとに無

線通信による訓練を行う。 

  予警報等の住民に対する伝達及び徹底についての訓練並びに停電時等非常事態における伝

達訓練も必要によりこれを实施する。 

② 災害防ぎょ訓練 
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   災害による被害の拡大を防ぎょするための訓練は概ね次のとおりとする。 

ア．消防訓練 

    町は、消防計画に基づく消防活動が円滑に实施できるため、消防に関する訓練を实施す

るほか、必要に応じ大火災を想定して实施する。 

イ．避難・救助訓練 

  町及びその他防災関係機関は、関係の計画に基づく避難その他救助の円滑な遂行を図る 

ため、消防等の災害防護活動と併せ、又は単独で訓練を实施する。 

  なお、学校、医療機関、社会福祉施設、事業所等にあっては、人命保護のため特に避難

についてその施設の整備を図り、訓練を实施する。特に小・中学校、保育所等においては

江津邑智消防組合の指導により尐なくとも年１回以上行うものとする。 

   又、自主防災組織、住民の参加による地域の实情にあわせた实践的な訓練を徹底して行

う。 

ウ．通信訓練 

    町、県及び防災関係機関は、災害時における通信の円滑化を図るため各種災害を想定し、

通信訓練を行う。 

エ．非常動員訓練 

   町及び防災関係機関は各種災害を想定し、勤務時間外における職員、消防団等円滑な参

集、非常配備体制の万全を期するため、必要に応じて实施する。 

オ．水防訓練 

    町及び関係機関は、水防工法、樋門等の操作、水位雤量観測、江津邑智消防組合及び一

般住民の動員、水防資機材の輸送、広報、伝達等の訓練を实施する。 

カ．その他 

 ・医療救護訓練 

 ・必要資材の応急手配訓練 

    ③ 災害応急復旧訓練 

        災害の応急復旧を实施するための訓練は、概ね次の項目について行う。 

ア．道路の交通確保        イ．復旧資材、人員の緊急輸送 

      ウ．決壊堤防の応急修復      エ．電力、通信施設の応急修復 

 

 ３．区  分  

① 単一訓練 

    町及び関係機関が個別にその主管する業務に関連した訓練種目を選定して、図上又は实地

について行う。 

② 総合訓練 

   災害予防責任者が合同してあらかじめ想定した災害に基づき、訓練種目を選定して図上又

は实地について行い、当該訓練は原則として町防災会議が関与して行う。 

 

  ４．実践的な訓練の実施と事後評価 

①  实践的な訓練の实施 

   町及び防災関係機関、自主防災組織等が訓練を行うに当たっては、災害及び被害の想定を

明らかにするとともに、实施時間を工夫する等様々な条件を設定し、参加者自身の判断も求

められる内容を盛り込む等、实践的なものとなるよう工夫する。 

②  事後評価 

   訓練後には評価を行い、課題を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うとともに、次

回の訓練に反映させるよう努める。 
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第 21節 要配慮者安全確保体制の整備 

 

【基本方針】  

 災害発生時には高齢者、乳幼児、心身障害者、傷病者、児童、妊産婦、観光実・旅行者、日本

語がよく理解できない外国からの旅行者が犠牲になるケースが予想され、各種災害から要配慮者

を守るための安全対策の一層の充实を図る。 

 又、施設整備の推進や教育・広報活動等の体制づくりに努める。 

 

【実施内容】 

 １．避難行動要支援者支援体制の整備  

① 町の要支援者支援体制  

町は、防災担当部局と福祉担当部局の連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関係機関

及び平常時から避難行動要支援者と接している社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関

係者、障害者団体等の福祉関係者と協力して、避難行動要支援者支援体制の整備に努めるも

のとする。 

ア．避難行動要支援者に配慮した避難計画の策定 

   町は、避難計画（第２章第８節）の策定にあたっては、特に以下の点に留意するものと

する。 

・ 要支援者への避難準備情報、避難勧告・避難指示等の伝達方法 

・ 要支援者の種別ごとの避難支援の方法及び配慮すべき事項 

・ 要支援者の支援における町、町内会、自主防災組織、福祉関係者等の関係者の役割分

担 

イ．避難行動要支援者名簿の作成 

 町は災害対策基本法に基づき、次のとおり避難行動要支援者名簿を作成し運用する。 

○避難支援等関係者となる者 

邑南町消防団、江津邑智消防組合、川本警察署、民生委員、邑南町社会福祉協議会、

自主防災組織・自治会等 

○避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

・７５歳以上のみの世帯員 

・要介護認定３～５を受けている者 

・身体障害者手帳３級以上（視覚障害は２級以上、音声・言語・そしゃく機能障害

は４級以上）を所持する者 

・療育手帳Ａを所持する知的障害者 

・精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者 

・見守りテレビ加入者 

・緊急通報設置者 

・妊産婦及び乳幼児 

・難病患者 

・日本語に不慣れな在住外国人 

○名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

・７５歳以上のみの世帯員は、町民課と連携し住民基本台帳を活用する等により把

握する。 

・要介護認定を受けている者は、要介護認定情報等により把握する。 

・身体障害者手帳を所持する者は、身体障害者手帳台帳における情報等により把握

する。 

・知的障害者は、療育手帳台帳における情報等により把握する。 

・精神障害者保健福祉手帳を所持する者は、島根県と連携し精神障害者保健福祉手
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帳台帳における情報等により把握する。 

・見守りテレビ加入者は、情報推進課と連携し見守りテレビ加入者台帳における情

報等により把握する。 

・緊急通報設置者は、緊急通報設置者台帳における情報等により把握する。 

・妊産婦及び乳幼児、保健課や町民課と連携し、母子健康手帳の発行状況や住民基

本台帳を活用する等により把握する。 

・難病患者は、島根県と連携し難病患者台帳における情報等により把握する。 

・日本語に不慣れな在住外国人は、町民課と連携し住民基本台帳を活用する等によ

り把握する。 

○名簿の更新に関する事項 

名簿の電子情報の更新はシステムにより随時行うものとする。避難支援等関係者に

事前に提供する名簿は年１回更新する。 

○名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために市町村が求める措置及び市町村が

講ずる措置 

・避難行動要支援者名簿は、避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者

に限り提供する。また、受け取った名簿について、施錠可能な場所への保管と必

要以上に複製しないよう指導する。 

・災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていること

を十分に説明するとともに、名簿の提供先に対し個人情報の取扱いに関する研修

を開催する。 

・避難行動要支援者名簿を団体へ提供する場合は、その団体内部で名簿を取り扱う

者を限定するよう指導する。 

・必要に応じ名簿情報の取扱状況を報告させる。 

○要配慮者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又は警告の配慮 

・高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人一人に

的確に伝わるようにする。 

・同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法は異なることに留意する。 

・高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流す。 

○避難支援等関係者の安全確保 

・町は、避難支援等関係者が地域の实情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難

支援等を行えるよう、避難支援等関係者の安全確保に十分に配慮する。 

・地域において、避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義、あり方を説明する

とともに、地域で避難支援等関係者等の安全確保の措置を決めておく。 

ウ．個別の要支援者の避難支援 

  町は、個々の災害時要支援者が、避難に要する時間や必要とする支援の種類に応じて必要

な支援を受けることができるよう、上記の関係者等と協力して、全体計画及び個別計画の作

成に努めるものとする。 

・災害時要支援者が災害発生時に迅速・的確な行動がとれるよう、地域の災害時要支援

者の实態に合わせ、家族に加え、地域ぐるみの強力のもとで、手話通訳者の派遣等を

含め災害時要支援者ごとのきめ細かな緊急連絡体制の整備に努める。 

・災害時要支援者について、自主防災組織や町内会等の範囲ごとに掌握しておく。なお、

掌握した名簿等を避難等防災対策に利用する場合でも、個人情報の保護には十分留意

する。 

 

 ２．災害対応能力を考慮した防災施設の整備 

① 人にやさしいバリアフリーの施設整備の推進と教育・広報活動等の体制づくりを推進する。 

② 防災施設の整備 
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  要配慮者自身の災害対応能力を考慮した緊急通報、聴覚障がい者に対する災害情報の伝達

のための文字放送受信システムの普及、在宅の要配慮者に対する自動消火器、住宅用火災報

知器の設置の推進、避難誘導等の施設・設備等の導入、避難所、避難路等の防災施設の整備

を図る。 

  ③ 災害発生直後の食糧・飲料水等については住民自らの家庭備蓄によっても対応できるよう、

家庭における事前の備えを推進するとともに、高齢者、傷病者、障がい者、児童・乳幼児、

妊産婦等に配慮した救援活動が行えるよう、毛布等の備蓄・調達体制を整備しておくなどの

対策を推進する。 

 ３．社会福祉施設等における対策 

① 組織体制の整備 

  施設管理者は、災害の予防や災害時の迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自衛防

災組織等を整備し、動員計画や非常招集体制等の確立に努める。 

  又町との連携のもとに、近隣施設、地域住民やボランティア組織等の協力を得て、入所者

の实態に応じた体制づくりに努める。 

② 施設の安全対策 

  施設管理者は、施設全体の安全対策の強化を図るよう努める。 

③ 緊急連絡体制の整備 

  町及び施設管理者は、災害の発生に備え、江津邑智消防組合等への緊急通報のための情報

伝達手段の整備を図る。 

④ 防災教育・防災訓練の实施 

  町及び施設管理者は、要配慮者が自らの対応能力を高められるように、個々の態様にあわ

せた防災教育や防災訓練の充实強化を図る。 

⑤ 防災備品等の整備 

  施設管理者は、災害に備え、食糧や生活必需品の備蓄を図るよう努める。 

 

 ４．在宅者対策 

① 要配慮者の状況把握 

  あらかじめ自主防災組織や社会福祉施設等の協力を得て、介護を要する高齢者や心身障害

者等の人数及び災害時における介護体制の有無について十分な状況把握に努める。 

② 応援協力体制の整備 

  町は、被災時の要配慮者の安全と入所施設を確保するため、医療機関、社会福祉施設、近

隣住民、ボランティア組織、県及び他の市町村との応援協力体制の確立に努める。 

③ 防災教育・防災訓練  

  町は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、個々の要配慮者の状況にあわせた防災教

育や防災訓練の充实強化を図る。 

 

 ５．外国人等に対する防災対策 

 町及び防災関係機関は、言葉、生活習慣、防災意識の異なる外国人や旅行者等が、災害発生

時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、防災環境づくりに努める。 

   ① 避難路、避難所等への多言語化標識を推進する。 

   ② 災害時の通訳の確保等、外国人への支援システム、救急体制の整備に努める。 

  ③ 多言語による防災知識の普及活動を推進する。 

  

 ６．避難後の要配慮者への配慮 

   県及び町は、要配慮者が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、

福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努めるものとする。 
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第 22節 孤立地区対策 

 

【基本方針】  

 災害時に土砂崩れ等により孤立が予想される地区については、地区の实態を詳細に把握して、

救援体制の充实を図るとともに、地区における孤立時の自立性・持続性を高めるための対策を推

進する。 

 

【実施内容】 

 １．通信手段の確保 

① 多様な通信手段の確保 

発災時には、断線等の通信施設の被災や輻輳により、固定電話、携帯電話による通信がつ

ながりにくくなることがあり、初動期の情報収集に支障をきたすことが考えられる。 

そのため、町、孤立予想地区において、災害時優先電話、衛星携帯電話等の公衆通信網の

みならず、町防災行政無線、簡易無線機等の多様な通信手段の確保に努める。 

② 災害の発生を前提とした通信設備の運用 

町及び孤立予想地区において、通信機器のための非常用電源の確保及び停電時の確实な切

替、保守点検、非常用電源の確保を図る。設備面での対策のほか、防災訓練等を通じて、こ

れら通信機器や非常用電源の使用方法の習熟を図る。 

また、携帯電話の通話可能範囲を把握しておく。 

③ 通信施設障害時におけるバックアップ体制 

通信施設障害等により孤立地区の状況が把握できない場合に備え、民間の協力員、自主防

災組織、消防団員等人力による情報収集・伝達、アマチュア無線による伝達等バックアップ

体制を整える。 

 

 ２．物資供給、救助体制の確立 

① 孤立地区の住民ニーズの適切な把握 

住民の救出や物資の適切な供給にあたり、伝えるべき項目を予め整理し、孤立予想地区や

町、県等で共有するよう努める。 

伝達項目例：負傷者の有無、負傷の程度、孤立地区内の人数、要援護者の有無、備蓄状況

（食糧、水、医薬品、毛布）等 

② ヘリコプター離着陸適地の確保 

孤立地区発生時の適切な救助、避難、物資供給に資するため、孤立可能性のある地区のヘ

リコプター離着陸適地を選定・確保する。 

 

 ３．孤立に強い地区づくり 

① 備蓄の整備・拡充 

孤立可能性のある地区においては、備蓄の推進等を通じ、地域防災力を強化する必要があ

る。 

備蓄にあたっては、水、食糧、燃料等の生活物資に加え、非常用電源、簡易トイレ等によ

り地区単位で一週間程度は自活できるような体制が必要である。公的な備蓄のみならず、自

主防災組織や個々の世帯での備蓄に努める。この際、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等

の災害時要援護者への配慮にも努める。 

また、多数の孤立地区において、けが人が発生した場合には、救援部隊が到着するまでに

相当の時間を要する可能性があることから、医薬品、救助用器具など、地区内で最低限の応

急処置がとれるための備蓄に努める。 

② 避難体制の強化 

地区の人口に応じた避難施設を指定するとともに、尐なくとも 72 時間は連続運転可能な非
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常用電源の整備を行う。 

また、防災マップ等の作成・配布や孤立を想定した定期的な訓練の实施により、住民への

危険箇所、避難場所等を周知徹底する。 

③ マニュアル等の整備 

避難所運営マニュアル等の策定を進め、集団避難を想定した避難計画の策定及び周知を進

める。 

 ４．道路寸断への対応 

① 対策工事の实施 

緊急輸送道路について、迂回路や防災拠点の状況等、道路の重要度を把握し、広域的な視

点で優先順位の高いところから、整備計画を作成し、必要な対策を实施する。 

② 道路寸断情報の収集・伝達体制の整備 

発災後に迅速な孤立の解消を図るため、迅速かつ的確に道路被害情報を収集し、関係機関

へ情報提供を行う。 
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 風水害等対策編－第 3章  風水害等応急対策計画 

  

 第 1節 応急活動体制 

 

 災害が発生した場合、町、防災関係機関及び住民は一致協力して、災害の拡大防止と被災者の

救援救護に努め、被害の発生を最小限に留める必要がある。 

 このため、町は災害対策本部等を速やかに設置し、応急活動を実施する 

 

 第 1．災害対策組織計画 

【基本方針】 

 邑南町の地域に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合、必要があると認めるとき「邑南

町災害対策本部条例」の定めるところにより、町長を本部長として邑南町災害対策本部（以下「町

本部」という。）を設置し、災害情報の収集、災害対策の実施方針の作成等を行うとともに、災害の防

ぎょ、災害救助、災害警備、その他災害応急対策を総合的かつ強力に推進するものとする。 

  また、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機関等との連携の確保に努め、必要に応じ、

資料・情報の提供等の協力を求める。 

【実施内容】 

 １．組 織 

 町本部の組織は、町の組織に従った編成とするが、特に本部連絡員を置き各災害対策部の連

絡協調を図るとともに、現地との連絡、防災活動の調整推進を図る。 

 その組織系統の概略は次のとおりである。 

    ◇ 災害対策本部 

 

 

本 部 長     

町  長     

  

副本部長 

副町長、教育長 

  

 邑 南 町 災 害 対 策 本 部・本 部 会 議 

 １．本部長（１名） 
 ２．副本部長（2 名） 
 ３．各部長（20 名） 
  ・危機管理課長 ・総務課長 ・企画財政課長 ・定住促進課長 
  ・商工観光課長 ・会計課長 ・議会事務局長 ・町民課長 
  ・建設課長 ・税務課長 ・福祉課長 ・保健課長 ・農林振興課長 
  ・水道課長 ・学校教育課長 ・生涯学習課長 ・瑞穂支所長 
  ・羽須美支所長 ・消防団長 

任  

務 

・災害体制に関すること 
・災害情報及び被害状況の分析 
・災害対策の基本方針に関すること 

 
本 部 連 絡 会 

構成員 町長が必要と認め指名した課長補佐級以上の職の者 

機 関 本部会議の補助機関 

任 務 
決定事項を担当部に連絡。情報又は各部で決定・処理した事項の報告・連
絡。２つ以上の部にまたがるものの調整。 

  

各 災 害 対 策 部 
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◇ 災害対策本部 組織図 １．部長不在の場合は副部長等が代理 

     ２．必要に応じ、部長は各部各班の人員調整を図る 

本部長（町長） 

副本部長（副町長、教

育長） 

 
本庁業務 支所業務 

 

 災害対策本部各班 

（本庁舎） 

瑞穂支所 

（連絡室） 

羽須美支所 

（連絡室） 

 総務部 

（部長：危機管理

課長） 

・危機管理課長 

・総務課長 

・定住促進課長 

・商工観光課長 

・企画財政課長 

・会計課長 

・議会事務局長 

 危機管理班   瑞穂支所 

窓口班 

羽須美支所 

窓口班    危機管理課   

 総務班  窓口業務部  窓口業務部 

  総務課 

議会事務局 

  

情報班 

   情報推進室   

 財政班     

  企画財政課 

会計課 

  

定住班 

   定住促進課       

 商工班       

  商工観光課   

      

 町民部 

（部長：町民課長） 

・町民課長 

・税務課長 

 町民班       

   町民課       

  税務班       

   税務課       

          

 福祉部 

（部長・福祉課長） 

 福祉班   

   福祉課       

          

 保健部 

（部長：保健課長） 

  保健班（本部） 

     保健課 阿須那診療所 

          

 建設農林部 

（部長：建設課長） 

・建設課長 

・農林振興課長 

 建設班   瑞穂支所 

事業班 

羽須美支所 

事業班   建設課   

 農林班    事業部  事業部 

  農林振興課   

          

 水道部 

（部長：水道課長） 

 上下水道班       

   水道課       

        

 教育部 
（部長：学校教育課長） 

・学校教育課長 

・生涯学習課長 

 学校教育班（本部）   

   学校教育課   

  生涯学習班（本部）   

   生涯学習課   

         

 邑南町消防団（部長：消防団長） 

●緊急初動特別班（町庁舎より、徒歩又は自転車で 20 分の事務職員により構成） 

●現地対策本部（町長の指示により各支所等に設置） 

邑
南
町
災
害
対
策
本
部 
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 ２．災害対策本部の設置及び廃止の通知・公表 

 町長は、災害対策基本法第 23 条に基づき、町域において大災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合、災害応急対策を強力に推進するため町本部を設置し、活動体制を確立する。 

 この業務は、他の一般事務に優先して処理するとともに、町本部は他の防災関係機関と緊密

な連携のもとに、災害対策が的確かつ円滑に行われるよう努める｡ 

 さらに、町本部のもとに防災活動の基本方針等を協議決定する町本部会議を設置し、迅速か

つ的確な災害応急対策の実施を行う。 

 町本部は、次の基準により設置し、災害の危険が解消したと認められるとき、又は災害応急

対策が概ね終了したと認めるとき廃止し、直ちにその旨を県に報告するとともに防災関係機関、

住民等に対し通知及び公表する。町本部を設置したときには、町本部の標識を役場玄関及び町

本部室前に掲示する。 

  ① 設置基準 

ア．大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要すると町長が認めるとき。 

イ．災害が発生し又はその規模範囲から特に対策を要する場合において町長が必要と認める

とき。 

ウ．災害救助法の適用を受けるような災害が発生したとき。 

    ② 廃止基準 

ア．発生が予想された災害に係る危険がなくなったと町長が認めたとき。 

イ．災害に係る応急対策が概ね終了したと町長が認めるとき。 

 

 ３．町本部の構成と任務 

 町本部の構成と任務は以下によるほか、災害対策基本法並びに邑南町防災会議条例、邑南町

災害対策本部条例に定めるところによる。 

  ① 町本部会議の構成及び任務 

ア．町本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって構成し、災害対策の基本的な

事項について協議するものとする。 

イ．本部長は、町本部の運営並びに災害対策の推進に関し、必要に応じて町本部会議を招集

する。 

ウ．町本部会議の協議事項を次のとおり定める。 

 ａ．町本部の災害体制に関すること。 

 ｂ．災害情報及び被害状況の分析、並びに災害対策の推進に関すること。 

エ．町本部会議の庶務は町危機管理課が担当する。 

オ．町本部を設置しない場合における災害対策に関する事項を協議するときは、町本部会議

に準じて行うものとする。 

  ② 町本部連絡会の構成と任務 

ア．町本部連絡会は町本部会議の補助機関として、本部長が必要と認め指名した町課長補佐

級以上の者をもってその都度総務部長が招集して構成し、災害対策に関する事項を処理す

るものとする。 

イ．町本部連絡会の任務を次のとおり定める。 

ａ．町本部会議等の決定事項など所属担当部に連絡する。 

ｂ．各部で得た情報又は各部で決定もしくは処理した事項等で、町本部又は他の部へ連絡

する必要があると認められる事項などについての報告もしくは連絡を行う。 

ｃ．各部の所掌が明らかでないもの、又は二つ以上の部にまたがるものの調整を行う。 

ウ．町本部連絡会の庶務は危機管理課が担当する。 

エ．町本部を設置しない場合には町本部連絡会に準じて行うものとし、構成任務は以下に定

める。 
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   ◇ 町本部設置前の会議 

関 係 課 長 会 議（協 議） 

 構 成 員 

危機管理課長、総務課長、企画財政課長、定住促進課長、商工観光課長、会計課長、

議会事務局長、町民課長、税務課長、福祉課長、保健課長、建設課長、農林振興課長、

水道課長、学校教育課長、生涯学習課長、瑞穂支所長、羽須美支所長及びその他必要

な職務者 

 任  務 
 災害対策の協議に関すること 

 動員に関すること 

 

  ４．町本部の設置場所  

 町本部は、災害の程度により町本部室を危機管理課内又は本部長の指定する場所に設置する。 

 

  ５．各災害対策部等の任務分担 

 各災害対策部の部長は、本部長の命を受けて部の所掌事務又は業務を掌理し、所属部員を指

揮する。 

 各災害対策部等の所掌事務又は業務は、以下に掲げるとおりである。 

部名 

（部長） 

班名 

〔担当課名〕 
分  掌  事  務 

総務部 

（部長） 

危機管理課

長 

（副部長） 

総務課長 

 

危機管理班 

［危機管理課］ 

（班長） 

危 機 管 理 課

長（兼） 

 

１ 本部の運営、庶務に関すること。 

２ 災害対策の総合計画に関すること。 

３ 本部会議に関すること。 

４ 本部事務局に関すること。 

５ 本部員の動員に関すること。（本部連絡員/現地連絡員の配

置を含む） 

６ 各部からの災害情報の収集及び被害状況の取りまとめに関

すること。 

７ 県その他防災関係機関に対する連絡及び被害状況等の報

告、提供に関すること。 

８ 県、消防、警察、自衛隊、隣接市町村等に対する応援出動

（派遣）の要請に関すること。 

９ 消防団との連絡調整に関すること。 

10 消防団の動員に関すること。 

11 水防活動に関すること。 

12 住民の避難勧告及び指示に関すること。 

13 各災害被害収集情報の集約、報告に関すること 
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部名 

（部長） 

班名 

〔担当課名〕 
分  掌  事  務 

総務班 

［総務課］ 

［議会事務局］ 

（班長） 

総務課長（兼） 

１ 他市町村との連絡調整に関すること。 

２ 交通関係について警察との連絡調整に関すること。 

３ 災害警備体制に関すること。 

４ 配車計画及び車両確保に関すること。 

５ 安否確認、捜索、救助の総括に関すること。 

６ 電話並びに防災行政無線等の送受信に関すること。 

７ 災害時のアマチュア無線に関すること。 

８ 備蓄物資に関すること。 

９ 応急対策実施状況の総括、取りまとめに関すること。 

10 激甚災害指定手続きに関すること。 

11 危険物施設等の応急対策、復旧に関すること。 

12 緊急輸送に関すること。 

13 復興計画に関すること。 

14 各部との連絡調整に関すること。 

15 被災職員に対する給付その他の福利厚生に関すること。 

16 災害時の町議会の運営に関すること。 

17 県、国等の災害地視察に関すること。 

18 情報推進室との連絡調整に関すること。 

19 町有財産の保全及び被害調査に関すること。 

20 災害に係る物品の購入契約に関すること。 

21 庁舎の警備に関すること。 

22 報道関係機関との連絡調整に関すること 

23 他班に属さない事項に関すること。 

情報班 

［情報推進室］ 

（班長） 

総務課長(兼) 

１ 災害対策記録、写真等の整備に関すること。 

２ 災害情報、被害状況、災害対策活動等の広報に関すること。 

３ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

財政班 

［企画財政課］ 

［会計課］ 

（班長） 

企画財政課長 

１ 災害対策に必要な財政措置に関すること。  

２ 災害に係る町費の出納に関すること。 

３ 義援金品の収配に関すること。 

４ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

 

 定住班 

［定住促進課］ 

（班長） 

定 住 促 進 課

長 

１ 輸送機関等の公共交通機関対策に関すること。 

２ 定住促進課関係施設の被害調査、報告並びに必要な対策に

関すること。 

３ 救援物資等の受付、保管、仕分け、配分に関すること。 

４ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

商工班 

［商工観光課］ 

（班長） 

商工観光課長 

１ 災害時における観光客の避難誘導、救助等安全対策に関す

ること。 

２ 観光商工施設、商工業関係の被害調査、報告及び必要な対

策に関すること。 

３ 被災商工業者に対する融資に関すること。 

４ 災害に関連した失業者の対策に関すること。 

５ その他応急商工対策に関すること。 

６ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 
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部名 

（部長） 

班名 

〔担当課名〕 
分  掌  事  務 

町民部 

（部長） 

町民課長 

（副部長） 

税務課長 

 

町民班 

［町民課］ 

（班長） 

町 民 課 長

（兼） 

１ り災者名簿の作成等一般り災者の被害状況の取りまとめに

関すること。 

２ り災証明の発行に関すること。 

３ 災害救助法による救助計画及びその実施に関すること。 

４ 被災者相談窓口設置に関すること。 

５ 住民及び外国人の安否情報に関すること。 

６ 不明者の身元確認に関すること。 

７ 災害時の埋葬等に関すること。 

８ 災害対策のための労務者の確保に関すること。 

９ 国民年金の免除等に関すること。 

10 災害による廃棄物処理対策に関すること。 

11 被災地のゴミ、し尿の収集処理に関すること。 

12 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

 税務班 

［税務課］ 

（班長） 

税 務 課 長

（兼） 

１ 被災家屋（土地）及び居住者の調査及び報告に関すること。 

２ 被災納税者の調査及び減免等の措置に関すること。 

３ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

福祉部 

（部長） 

福祉課長 

（副部長） 

福祉課長補佐 

福祉班 

［福祉課］ 

（班長） 

福 祉 課 長

（兼） 

１ 社会福祉施設及び児童福祉施設の被害調査並びに必要な対

策に関すること。 

２ 避難所の開設及びその維持管理に関すること。 

３ 住民の避難誘導に関すること。 

４ 災害用食料及び衣料、生活必需品物資の確保及び配分に関

すること。 

５ 炊き出し及びその他避難者の援護に関すること。 

６ 被災者に対する生活保護に関すること。 

７ 被災者生活再建支援法に関すること。 

８ 被災地民生安定に関すること。 

９ 保育所の被害調査・報告、保育所乳幼児等の避難、安全措

置及び必要な対策に関すること。 

10 応急保育計画に関すること。 

11 災害時要援護者への支援対策に関すること。 

12 社会福祉施設等が地域住民の避難救助等に利用される場合

の必要な措置に関すること。 

13 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

14 ボランティア要員の要請・受入れに関すること。 

15 生活資金等に関すること。 

16 災害弔慰金等に関すること。 

17 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

保健部 

（部長） 

保健課長 

（副部長） 

保健課長補

佐 

保健班 

［保健課］ 

［阿須那診療所］ 

（班長） 

保健課長（兼） 

１ 保健衛生施設並びに医療機関の被害調査、報告及び必要な

対策に関すること。 

２ 医療救護班等応急救助に関する部外機関との連絡に関する

こと。 

３ 災害時の病床確保、医療、助産に関すること。 

４ 患者の収容に関すること。 

５ 医療品及び衛生資材の確保並びに配分に関すること。 

６ 被災家屋の消毒に関すること。 

７ 環境衛生、食品衛生の指導及び劇毒物の安全対策に関する

こと。 

８ 避難所の保健衛生等に関すること。 
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部名 

（部長） 

班名 

〔担当課名〕 
分  掌  事  務 

９ その他応急衛生対策に関すること。 

10 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

建設農林部 

（部長） 

建設課長 

（副部長） 

農林振興課

長 

 

建設班 

〔建設課〕 

（班長） 

建 設 課 長

（兼） 

１ 公共土木施設及び町有施設の被害調査、報告並びに必要な

対策に関すること。 

２ 河川、橋梁等の被害調査、報告並びに必要な対策に関する

こと。 

３ 道路交通不能箇所の調査、連絡及び交通規制に関すること。 

４ 家屋の浸水被害の取りまとめに関すること。 

５ 建設業者との連絡調整に関すること。 

６ 建設機械及び建設資材の調達に関すること。 

７ 応急危険度判定に関すること。 

８ 住宅等建築物の被害調査、報告及び必要対策に関すること。 

９ 応急仮設住宅等の建設、住宅の応急修理に関すること。 

10 町営住宅等建築物の被害調査、報告及び必要対策に関する

こと。 

11 屋外収容施設の設置に関すること。 

12 建築資材の調達及びあっせんに関すること。 

13 電気、通信設備の応急対策、復旧に関すること。 

14 障害物の除去に関すること。 

15 その他の応急土木対策及び他班に属さないこと。 

16 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

 

 

 

 

農林班 

［農林振興課］ 

（班長） 

農 林 振 興 課

長（兼） 

１ 農地、農作物及び農業用施設の被害調査、報告並びに必要

な対策に関すること。 

２ 農作物被害に対する技術的指導に関すること。 

３ 農作物の防疫に関すること。 

４ 被災農家の災害融資に関すること。 

５ 被災地における農作物種苗及び生産資材等のあっせんに関

すること。 

６ 農業団体との連絡調整に関すること。 

７ 林産物、林道、林業用施設及び治山施設等の被害調査、報

告並びに必要な対策に関すること。 

８ 林産物被害に対する技術的指導に関すること。 

９ 流木の被害対策に関すること。 

10 災害用木材の調達及び払い下げに関すること。 

11 災害地における林業種苗及び生産資材等のあっせんに関す

ること。 

12 被災林業家の災害融資に関すること。 

13 牧野、牧野施設及び家畜、家畜施設の被害調査、報告並び

に必要な対策に関すること。 

14 被災農家の災害融資に関すること。 

15 死亡獣畜の処理に関すること。 

16 主要食料の確保に関すること。 

17 被災地籍の調査に関すること。 

18 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

水道部 

（部長） 

水道課長 

（副部長） 

 水道課長補

上下水道班 

［水道課］ 

（班長） 

水 道 課 長

（兼） 

１ 上水道施設の被害調査及び必要な対策に関すること。 

２ 下水道施設の被害調査及び必要な対策に関すること。 

３ 仮設トイレの調達、設置に関すること。 

４ 飲料水等の確保及び供給に関すること。 

５ 浴場用水及び入浴設備の確保に関すること。 
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部名 

（部長） 

班名 

〔担当課名〕 
分  掌  事  務 

佐 

 

６ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

教育部 

（部長） 

 学校教育課

長 

（副部長） 

生涯学習課

長 

 

学校教育班 

［学校教育課］ 

（班長） 

学 校 教 育 課

長（兼） 

１ 学校教育施設の被害状況、報告及び必要な対策に関するこ

と。 

２ 児童、生徒の避難に関すること。 

３ 教科書、学用品等の調達及び配分に関すること。 

４ 災害時における応急教育計画に関すること。 

５ 教員の動員に関すること。 

６ 小中学校、体育館、公民館等の避難所使用に関すること。 

７ 授業料の減免措置に関すること。 

８ 学校給食施設、設備の被害調査、報告及び必要な対策に関

すること。 

９ 避難所への炊き出し等の支援に関すること。 

10 その他応急文教対策及び他班に属さないこと。 

11 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

生涯学習班 

［生涯学習課］ 

（班長）生涯学

習課長（兼） 

１ 社会教育施設の被害調査、報告及び必要な対策に関するこ

と。 

２ 災害時の文化財の保護及び被害調査、報告及び必要な対策

に関すること。 

３ 社会教育施設が地域住民の避難救助等に利用される場合の

必要な措置に関すること。 

４ 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

邑南町消防団 

（部長） 

消防団長 

（副部長） 

 消防団副団

長 

消防団本部 

［消防団］ 

１ 消防団員の動員に関すること。 

２ 消防、水防施設の整備に関すること。 

３ 水害、火災その他の災害に係る救助業務に関すること。 

４ 消防活動に関すること。 

５ 水防活動に関すること。 

６ 行方不明者の捜索に関すること。 

７ けが人等の救助に関すること。 

８ 火災、その他災害の予防に関すること。 

９ 災害発生による情報の収集及び広報に関すること。 

10 住民の避難誘導に関すること。 

11 町内巡回警戒に関すること。 

12 その他本部長が指示する災害応急対策に関すること。 

13 本部長の指示により各班の応援に関すること。 

支所災害対策

本部連絡室 

・瑞穂支所 

・羽須美支所 

（室長） 

各支所長 

（副室長） 

 各窓口業務

部 課長補佐 

支所窓口班 

・瑞穂支所 

［窓口業務部］ 

・羽須美支所 

［窓口業務部］ 

１ 災害対策本部支所連絡室の連絡調整・運営・庶務に関する

こと。 

２ 災害対策本部支所連絡室の動員に関すること。 

３ その他危機管理班、総務班、情報班、財政班、定住班、商

工班、町民班、税務班、福祉班、保健班の指示による事務

に関すること。 

支所事業班 

・瑞穂支所 

［事業部］ 

・羽須美支所 

［事業部］ 

１ 災害対策本部支所連絡室の連絡調整・運営・庶務に関する

こと。 

２ 本部建設班、農林班、上下水道班の指示による事務に関す

ること。 

 

  ６．町本部配備体制の基準 

 災害の防止、軽減並びに災害応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、町本部においては

次のとおり災害に対処する体制を整えるものとする。 
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 ７．人員の派遣 

  災害の種類、規模、被災の範囲等状況により、動員計画の定めるところの必要な人員を配置する。 

    ① 町本部連絡員の配置 

ア．町本部連絡員配置の時期は、第二災害体制が発令され、町本部が設置された時とする。 

  この場合、各部の連絡員（伝令）１名は、本部事務局において待機する。 

イ．その他常時状況を把握して町本部と所属する部との連絡に当たる。 

 

  ８．その他 

  町本部を設置するに至らない程度の災害の場合は、町本部組織に準じた体制をもって対処す

るものとする。 
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◇ 風水害等災害配備体制基準 

 時   期 決  定 動員内容の概要 処理事項 

準
備
体
制 

1.注意報が発令され警
報に切替る可能性有、
初期の警報発令 

2.河川の水位が水防団
待機水位を超える可
能性がある。 

危機管理課長 
（必要に応じ
支所長と協議） 

1.危機管理課職員、建設
課長、建設課課長補佐 

2.支所長、支所消防防災
担当者、事業部補佐 

3.指名職員 

1.情報の収集 
2.庁内及び関係機関と
の連絡。 

 

第
一
災
害
体
制 

1.大雤警報が発表さ
れ、あるいは河川が水
防団待機水位を超え
る等災害発生の危険
がある場合。 

2.気象警報が発表され
た場合。 

3.土砂災害危険度情報
がレベル 1 

4.軽微な災害が発生し
た場合で必要と認め
た場合。 

危機管理課長 
（必要に応じ
支所長と協議） 

1.課長、支所長、課長補
佐の職員、総務課員、
指名職員 

2.消防団職員を必要と
認める範囲で動員す
る。 

1.地域防災計画による
業務点検。 

2.災害予防に必要な措
置及び指示 

3.防災資材の確保また
は整備。 

4.川本警察署、江津邑智
消防組合出張所への
連絡 

5.災害発生状況等把握 

第
二
災
害
体
制
（
警
戒
体
制
） 

1.土砂災害警戒情報発
表あるいは土砂災害
危険度情報レベル２
又は３ 

2.河川の水位がはん濫
注意水位を超える等
災害の危険が極めて
増大した場合。 

3.災害が発生した場合
で必要と認めた場合。 

(町本部設置前) 
危機管理課長
（町長と協議） 

(町本部設置後) 
町長（災害対
策本部長）が決
定する。 

1.第 1災害体制より、
係長・主任を増員 
2.状況に応じ関係機
関に協力要請 

(動員協力機関) 

1.ＪＡ島根おおち 

2.邑南町社会福祉協

議会 

3.邑智郡森林組合 

4.邑南町商工会 

5.邑南町建設業協会 

(注)いずれも町長が

必要と認める範囲

で要請する。 

第一災害体制での処理
事項のほか次の事項を
処理する。 
(町本部設置前) 
1.各課等において応急
対策準備 
2.調査班形成、調査開始 
3.必要と認める災害対
策 
(町本部設置後) 
1.各部等において応急
対策開始 
2.調査班増員 
3.必要と認める災害対
策 

第
三
災
害
体
制
（
非
常
体
制
） 

1.土砂災害警戒情報発
表あるいは土砂災害
危険度情報レベル４、
河川の水位がはん濫
危険水位に到達して
いる等、大規模な災害
が発生するおそれが
あるとき。 

2.災害の規模および
範囲から、特に対策
を要するとき。 

町長（災害対策
本部長）が決定
する。 

1.主任主事以下職員の
増員。 

2.町内における防災関
係機関及びその他の
防災上重要な施設の
管理者に対し、町長
（本部長）が動員を要
請する。 

 

災害対策全般 

特
別
災
害
体
制 

町内に突発的な事故及
び災害が発生した場合
で必要と認めたとき。 

町 長 が 決 定 す
る。 

町長が決定する。 その都度町長が指示す
る。 

(注)動員後の責任者 
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  １．第一災害体制   各関係担当課長、支所長 

  ２．第二災害体制   町本部設置前：各関係課長、支所長 

        町本部設置後：各 班 長 

  ３．第三災害体制   町本部各班長 

 

 第 2．動員計画 

【基本方針】  

 邑南町に災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、災害の種類、規模、被災の範囲、時

期等災害の状況によって災害体制を決定し、配備要員の範囲を定め、職員及び消防団員の動員を

行うとともに、必要に応じ警察官等関係機関の出動を要請するものとする。 

 

【実施内容】 

 １．災害発生時の初動体制 

  災害発生直後には行政としても組織だった行動をとることが困難であり、混乱した状況が発

生することが予測される。このような被災直後の行動については後述するような組織的な応急

対策計画を実施することは難しい。そのため応急対策とは別に被災直後の初動体制を検討し、

突発的な災害発生時における緊急行動基準等の体制を整え初期の応急活動を実施する。 

  ① 責任者が不在の場合 

ア．災害対策本部（以下「町本部」という。）の設置責任者の明確化 

  通常の災害の場合には、町長が本部長として町本部を設置するが、突発的災害発生の場

合には、在庁職員の中で最上級者が町長に代行し、直ちに町本部を開設する。 

イ．災害発生現場における指揮、行動の責任・権限の明確化 

   町本部設置以前に、人命救助、消火活動等の緊急災害対策活動に職員が従事する場合、

災害発生現場の指揮は先に到着した者が執るものとし、より適格者が到着した時に情況を

報告をし、指揮の交代を行う。又、その場での資材の調達等、代価の支払うべき資材調達

等の行為が発生した場合は、従事職員の判断で行うものとする。 

②  初動能力の確保 

  災害に対しては日常的な用意が不可欠であり、職員の対応能力を確保するため、資材の保

持、技術研修を推進する。 

ア．職員の初動能力向上のための研修活動 

  住民の希望者や職員に対する応急手当の訓練や災害救助訓練を定期的に実施し、初動能

力の向上と保持を図る。 

 

 ２．動員の伝達系統及び方法 

① 平常執務時の伝達及び系統 

  総務部長は、町本部が設置された場合(町本部に準ずる体制の場合も同じ)、本部長（町長）

の指示に従い、各対策部長に対し定められた配備体制を指令する。 

  各対策部長は、直ちに所属部員（職員）又は消防団員に連絡して、所掌事務又は業務を実

施する体制を確立するものとする。 

  町職員及び消防団員の動員伝達の系統は、別図のとおりである。 

② 休日又は退庁後の伝達 

ア．退庁後における各対策部員の連絡方法 

  各対策部長は、所属部員の住所及び電話、その他連絡の方法を把握しておき、直ちに動

員できるよう措置するものとする。 

③ 連絡の方法 

  町本部の設置、災害体制の決定及び動員の通知は、口頭伝達、電話電報、防災行政無線、

伝令のほか消防法において定められている出動信号等最も迅速な方法で行うものとし、必要
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とするときは、二又は三方法を併せ行い伝達の徹底を期するものとする。 

 

                  ◇ 動員伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．動員配備 

① 平常勤務日の動員配備 

  動員された職員は、直ちにその所属する部の部長及び連絡室の室長の指揮下に入り、その

指示に従って所掌事務を遂行しなければならない。ただし、特別に指示があった者はこの限

りにない。 

② 勤務時間外の動員配備 

  勤務時間外又は休日に動員された職員は、直ちに役場又は指示された場所に集合し、所属

する部の部長の指揮を受けなければならない。 

  なお、職員は、勤務時間外又は休日に災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある情

報を察知したときは、その状況により、所属部長等と連絡の上、又は自らの判断により登庁

するものとする。 

③ 動員配備確立後の報告 

  本部長（町長）等の配備体制の指示に基づき、各対策部が体制の確立を完了したときは、

直ちに本部長に報告するものとする。 

④ 各対策部間の応援 

  災害の状況により災害対策実施に緩急が生じ又は局限（範囲を限ること）されるときは、

本部長は必要に応じ、各対策部の所属する職員を他の対策部に応援させるものとする。 

 

 ４．消防団員の動員 

① 緊急動員 

   消防団の動員は、町長が消防団長を通じてこれを行うが、緊急の場合でそのいとまのない

時は、分団長はそれぞれの属する消防団員を動員することができる。 

  ただし、この場合動員した時刻、動員の範囲等を速やかに消防団長に報告しなければなら

ない。 

② 公共施設に対する出動 

  管理権限の明確な公共施設又は重要な施設に対する出動は、地上構造物の火災を除き、原

情 報 提 供 者 

総務課長 総務課長 

町長又は副町長 

災害体制の決定 

電 話 施 設 等 

団   長 災害対策本部 

各 分 団 長 関
係
機
関 

団   員 各部長 

各 部 員 係    員 

（凡例）     ： 平常勤務時  

   ： 休日又は退庁後 

 

危 機 管 理 課 長 



 風水害等対策－99 

則としてその管理者の要請により出動するものとする。 

 

 ５．応援要請 

  災害の規模が大きく、災害対策を実施するため町の災害対策要員をもっては応急対策を実施

することができないときは、本部長は県、他市町村又は自衛隊に対し応援を要請し、必要な対

策要員の確保を図る。 

 

 ６．その他 

① 動員等に関する記録 

  各対策部長や消防団分団長等の責任者は、災害対策のための動員を行った場合及び応援を

受けた場合、その始期及び終期、人員、作業内容等必要な事項を明確に記録しておくものと

する。 

② 災害対策要員の標示等 

  動員された職員、又は応援のため派遣された県又は他市町村の職員は、「災害対策本部」の

名を記載したビブスを着用することとし、消防団員等、服装が定められているものは、作業

の如何を問わずこれを着用しなければならない。 
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 第 2節 災害情報の収集・伝達 

 

 町及び防災関係機関は、災害情報、被害情報、応急措置等の情報を一元化することにより、迅

速な指揮命令体制を確立するとともに、適時適切に関係機関等に情報を提供する。 

 

第１．情報管理体制の確立 

【基本方針】  

 被害状況その他災害の状況の報告、収集等災害時における通信等の方法は、無線及び有線通信

の普通利用によることが原則であるが、通信回線の輻輳や混信、さらには大規模災害が発生した

場合には通信の寸断も予測される。いかなる事態においても的確で迅速な情報連絡を行うために、

多様な通信手段を確保しておくものとする。 

 

【実施内容】 

 １．通信連絡系統の整備  

① 町、県及び各防災関係機関は、通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよう、有線及び無線 

を通じた連絡系統を整備する。 

② 町、県及び各防災関係機関は、災害情報通信に使用する指定電話を定め、窓口の統一を図 

る。 

③ 災害時においては、指定電話を平常業務に使用することを制限するとともに、指定電話に

通信事務従事者を配置し、迅速かつ円滑な通信連絡を確保する。 

 

 ２．有線電話及び電報の優先利用  

  ① 一般電話及び電報 

     ア. 非常緊急通話用電話 

    ａ．非常・緊急通話用電話の承認 

  町、県及び各防災関係機関は、災害時における非常通話等の迅速と円滑を図り、かつ

集中を避けるため、非常緊急通話用電話(加入電話)をあらかじめＮＴＴ西日本に申請し、

承認を受けておく。 

ｂ．非常通話 

  災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合は、市外

電話についてすべての通話に優先して接続される。 

   非常通話の申し込みは１０２番を呼び出し申し込む。又、ＮＴＴ西日本より「災害時

優先電話のシール」を貼った電話より直接、防災関係機関に電話すると交換機で自動的

に優先電話としてかかるようになっている。 

ｃ．緊急通話 

  緊急通話は、火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他これに準ずると認めら

れる緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救援、復

旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通話であって、その事実を知った者がその

予防、救援、復旧等に直接関係ある機関との間又はこれらの機関相互に行うものに対し

て一般通話に優先して接続される。 

   申し込みに当たっては、あらかじめ前記ａ．により承認を得た非常緊急通話用電話か

ら申し込む。 

② 専用通信施設の利用 

   災害により公衆通信施設の利用ができない状態になった場合の災害関係通知、要請、伝達

又は警告あるいは応急措置の実施に必要な通信が緊急かつ特別を要するものである場合には、

次に掲げる通信施設を利用し、又は利用することができるので危機管理課長は、関係機関と

事前に協議し、通信の内容手続きを定めておく。 
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   ア．警察通信施設（川本警察署）   イ．中国電力通信施設 

   ウ．鉄道電話      エ．自衛隊の有線通信施設 

 

 ３．無線通信施設の利用  

 災害時においては、防災行政無線、警察等無線局においても、その業務上の通信のため無線

通信も極めて集中するので、有線通信施設被災のため他に方法のない場合に限り、無線通信を

利用する。なお、危機管理課長はあらかじめ利用方法について当該施設管理者と十分協議して

おく。 

  ① 非常無線通信 

   ア．非常無線通信利用上の基本条件 

   無線局が指定された通常の目的事項以外の通信を行なうときは、電波法 52 条の規定によ

り非常無線通信の取り扱いとなるので、次の基本条件を留意のうえ利用する。 

ａ．非常無線通信は、人命財産の危急に関するとき等災害の事態に際して発動し得る無線

連絡方法であること。 

ｂ．非常無線通信の依頼を受けた無線局は、これを疎通させる義務を有するとはいえ、災

害時においては各無線局の疎通能力も相当低下する上、当該通信系本来の災害対策通信

が集中し、無線局はこれらの通信確保に全力を挙げなければならない状況にあるので、

依頼にかかる非常通信を取扱う余裕のない場合もあること。 

ｃ．非常無線通信の実施を要する者は、その場合公衆通信施設が利用出来ない条件にある

ことを確認しなければならないが、非常無線通信を実施すべきか否かの判断は、原則と

して依頼を受けた当該無線局の免許人がなすべきものであること。 

   イ．非常無線通信の内容 

          無線を利用できる非常通信の内容は、次に掲げるもの又はこれに準ずるものとする。 

ａ．人命の救助に関するもの。 

ｂ．天災の予報及び天災のその他災害の状況に関するもの。 

ｃ．緊急を要する気象、火山等の観測資料。 

ｄ．非常事態が発生した場合に、総務大臣が命令を発して無線局に非常通信を行わせると

きの指令及びその他の指令。 

ｅ．非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限、その他秩序の維持、又は非常事態

に伴う緊急措置に関するもの。 

ｆ．暴動に関する情報連絡及び緊急措置に関するもの。 

ｇ．非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの。 

ｈ．遭難者の救護に関するもの。 

ｉ．非常災害事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関するもの。 

ｊ．鉄道線路、道路電力施設、電信電話回線の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のた

めの資材の手配及び運搬、要員の確保その他緊急措置に関するもの。 

ｋ．防災機関相互間に発受する災害救援、その他緊急措置に要する労力、施設、設備、物

資及び資金の調達、配分、輸送等に関するもの。 

ｌ．災害救助法、災害対策基本法の規定に基づき、知事から発する従事又は協力命令に関

するもの。 

ｍ．災害の救援に重大な関係を有し､人心の安定上必要な緊急を要するニュースを新聞社､

通信社又は放送局が発受するもの。 

ウ．災害対策用移動通信機器等の貸与 

  災害の応急復旧に必要な通信を用途とする場合においては、総務省中国総合通信局（窓

口：県防災危機管理課）に対し「緊急貸与要請書」を提出し、移動通信機器等の貸与を受

ける。 

 



 風水害等対策－102 

 ４．有線通信途絶時における措置  

 有線通信施設が被災のため通信途絶の状態になった場合、災害対策に重大な支障をきたすお

それがあるので、直ちに次の措置を講ずる。 

① 最寄りの県関係地方機関及び警察署へ適当な方法により有線電信電話が不通になった旨連

絡する。 

② 有線通信及び無線通信施設の使用が全く不可能になったときの伝令系統について、町はあ

らかじめ定めておくものとする。 

 

５．総合防災情報システムの活用 

   災害時において、被害情報等の収集、県や防災関係機関との通信・連絡、気象観測情報・基礎情

報等の各種情報の収集・検索、災害発生即報等の登録等総合防災情報システムを効果的に活用する

ことが可能であるため、常にシステムの防災端末を立ち上げ、運用体制を確立する。 

 

 第 2．気象等予警報等の伝達計画 

【基本方針】  

 気象、災害、火災等に関する予警報等の収集及び発表､伝達は災害予防上極めて重要であるが、

その取扱いについては次のとおりとする。 

 

【実施内容】 

  １．予警報等の種類  

 気象等予警報、気象等情報、火災警報及び知事、町長等が行う通報、警告（以下｢予警報等｣

という。）の種類は以下のとおりとする。 

① 気象等予警報とは、気象業務法第 13 条に基づく気象、地象、洪水等に関する注意報及び警

報をいう。 

② 気象等情報とは、同法第 11 条にいう気象、地象及び水象に関する情報をいう。 

  

  ２．伝達体制の整備  

  町及び関係機関においては、予警報等が関係者に対し、迅速かつ正確に伝達されるよう伝達

体制の整備を図る。 

なお、特に休日、夜間における体制について留意し関係機関相互に徹底を図る。 

  

  ３．気象等予警報・情報の発表及び伝達  

    ① 気象等予警報の発表 

ア．気象等予警報については、気象業務法に基づき、松江地方気象台が発表する。そのうち

特に災害と関係のある注意報・警報の種類及び発表基準は以下のとおりとする。 

イ．防災上必要と考えられる場合、松江地方気象台は注意報・警報を発表する。 

② 気象等情報の発表 

  気象等情報については、気象業務法に基づき松江地方気象台が気象等の予報に関係のある

台風やその他の異常気象等について発表する。なお、気象情報等のうち、「島根県記録的短時

間大雤情報」は、アメダス及び気象庁以外の機関の雤量又は解析雤量で 1 時間の降水量が県

東部及び県西部で 100mm の雤量を観測又は解析した場合に発表する。 
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 ◇ 気象等予警報の種類及び発表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 

 

 

 

 

 

意 

 

 

 

 

 

報 

種   類 発  表  基  準 

気象注意報 

風雪注意報 風雪によって被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には次の条件に該当する場合である。 

雪を伴い平均風速が陸上で 12ｍ/s、海上で 15ｍ/s 以上になると

予想される場合。 

強風注意報 強風によって被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には次の条件に該当する場合である。 

平均風速が陸上で 12ｍ/s、海上で 15ｍ/s 以上になると予想され

る場合。 

大雤注意報 大雤によって被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には邑南町が次の条件に該当する場合である。 

雤量基準 1時間雤量 40㎜若しくは土壌雤量指数基準 89を満た

した場合。 

大雪注意報 大雪によって被害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的には次の条件に該当する場合である。24 時間の降雪の深さ

が平地で 15 ㎝、山地で 30 ㎝（隠岐は 20 ㎝）以上になると予想

される場合。 

濃霧注意報 濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると

予想される場合。具体的には次の条件に該当する場合である。 

濃霧によって視程が陸上 100ｍ以下海上 500ｍ以下が予想される

場合。 

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合。 

乾燥注意報 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 

具体的には次の条件に該当する場合である。 

実効湿度東部と隠岐で 65％以下、西部では 60％以下、最小湿度

40％以下になると予想される場合。（湿度の値は、気象官署の値

とする。） 

着雪注意報 着雪によって通信線や送電線とうに被害が起こるおそれがある

と予想される場合。具体的には次の条件に該当する場合である。 

24 時間の降雪の深さが平地で 15 ㎝、山地で 30 ㎝（隠岐は 20 ㎝）

以上になり、気温が－1℃～2℃になると予想される場合。 

霜 注 意 報 晩霜によって農作物に著しい被害が起こるおそれがあると予想

される場合。4 月上旪から 5 月中旪までの最低気温が 3℃以下に

なると予想される場合。 

低温注意報 低温によって農作物に著しい被害が起こるおそれがあると予想

される場合。具体的には次の条件に該当する場合である。 

最低気温が平地で－4℃以下、山地で－8℃以下（隠岐地方は該当

地域なし）になると予想される場合。 

洪水注意報 洪水注意報 具体的には次の
いずれかの条件
に該当し、洪水に
よって災害が起
こるおそれがあ
ると予想される
場合。 

(1)1 時間雤量 40 ㎜以上若しくは出羽川流域
雤量指数 9 以上 
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注 
 
 

意 
 
 

報 

種   類 発  表  基  準 

なだれ注意報 なだれ注意報 具体的には次の
いずれかの条件
に該当し、なだれ
によって被害が
起こるおそれが
あると予想され
る場合。 

(1)積雪 100 ㎝以上。 
(2)積雪が 50 ㎝以上あり、30 ㎝以上の降雪が予

想されるとき。 
(3)積雪が 50 ㎝以上あり、最高気温が 8℃以上

と予想される場合。（最高気温の値は気象
官署の値とする。） 

(4)積雪が 50 ㎝以上あり、かなりの降雤が予想
される場合。 

地 面 現 象 
注 意 報 

地 面 現 象 
注 意 報 

大雤、大雪等による山くずれ、地すべり等によって災害が起こるお
それがあると予想される場合。 

浸水注意報 浸水注意報 浸水によって災害が予想される場合。 

警 
 
 
 
 
 

報 
 

気 象 警 報 

暴 風 警 報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。
具体的には次の条件に該当する場合である。 
平均風速が陸上で 20ｍ/s、海上で 25ｍ/s 以上になると予想される
場合。 

暴風雪警報 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場
合。具体的には次の条件に該当する場合である。 
雪を伴い、平均風速が陸上で 20ｍ/s、海上で 25ｍ/s 以上になると
予想される場合。 

大 雤 警 報 大雤によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。
具体的には邑南町が次の条件に該当する場合である。 

雤量基準 1 時間雤量 70 ㎜若しくは土壌雤量指数基準 149 を満た
した場合。 

土 砂 災 害 
警 戒 情 報 

大雤警報発表中、大雤による土砂災害の危険度が高まったとき発表
される。 
60 分積算雤量と土壌雤量指数を基準とする。 

大 雪 警 報 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。
具体的には次の条件に該当する場合である。 
24 時間の降雪の深さが平地で 40 ㎝、山地で 70 ㎝（隠岐で 50 ㎝）
以上になると予想される場合。 

洪 水 警 報 洪 水 警 報 洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。
該当する条件は大雤警報の場合と同じ。1 時間雤量 70 ㎜以上若しく
は出羽川流域雤量指数 17 以上 

地 面 現 象 
警 報 

地 面 現 象 
警 報 

大雤、大雪等による山くずれ、地すべり等によって重大な災害が起
こるおそれがあると予想される場合。 

浸 水 警 報 浸 水 警 報 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

  （注１）発表基準欄に記載した数値は、島根県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係    

を調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の概ねの目安であ

る。 

  （注２）注意報、警報はその種類にかかわらず解除されるまで継続される。又、注意報、警報 

    が発表される時は、これまで継続中の注意報、警報は自動的に新たな注意報、警報に切り 

    換えられる。 

  （注３）地面現象注意報、警報、浸水注意報、警報は標題を出さないで関連する気象注意報、気 

    象警報に含めて行う。 

 

  ４．町長が行う警告、情報の発表 

 気象、地象の異常現象を発見し、若しくは通報を受けた場合必要と認めた時は、町長は直ち

に住民に対して警告し、又は情報を発表する。ただし、この場合に次の事項に留意する。 

  ① 情報の出所を明確にし、これを確認した後発表すること。 
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    ② 警告又は発表の機を失しないようにすること。 

    ③ 一般町民にいたずらな不安を与えないよう注意すること。 

  

  ５．気象等予警報の伝達系統及び方法 

① 予警報取扱い責任者 

    予警報取扱い責任者は、危機管理課長とする。 

② 予警報の取扱い 

  気象等予警報は、原則として県が防災行政無線で町に通報することとなっている。 

  予警報取扱責任者は、予警報を受信したら直ちに町長、副町長に連絡し、所在の官公署、

団体、学校、その他の施設及び一般住民に対して、予警報発令に伴う必要な事項を周知徹底

させるものとする。 

③ 伝達系統 

    具体的な通報先及び系統図は以下のとおりとする。 

④ 勤務時間外の予警報の取扱い 

    勤務時間外の予警報は宿日直員が防災行政無線で受信し、直ちに危機管理課長に通報する

ものとする。 

    又、受信した宿日直員は、危機管理課長の指示により町長､副町長に連絡し､その指示をあ

おぎ予警報発令に伴う必要な事項を所在の官公署、団体、学校等の施設及び一般住民に対し、

伝達の措置をとらなければならない。 

⑤ 伝達、周知方法 

   伝達、周知は、伝達系統により、次の方法で迅速に行うものとする。 

ア．役場内 

  庁内放送等を通じて速やかな周知をはかる。ただし、連絡所等出先機関に対しては電話

又は有線放送によるものとする。 

イ．他の官公署及び重要な施設の管理者等 

  電話又は無線放送等を通じて行うものとする。   

ウ．一般住民 

  情報の周知は原則として防災行政無線、電話連絡、ケーブルテレビ、島根県総合防災情

報システム、インターネットによる広報、文書又は口頭連絡、広報車もしくは集落等を通

じて伝達する。 

 

広報の方法 
範   囲 

特定地域 町内全般 

行 政 用 無 線 ○ ○ 

電 話 連 絡 ○  

ケ ー ブ ル テ レ ビ  ○ 

県総合防災情報ｼ ｽ ﾃ ﾑ 

（ｺﾓﾝｽﾞ、緊急速報ﾒｰﾙ） 
 ○ 

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ による広報  ○ 

伝令（文書連絡、口頭伝達） ○  

広 報 車 ○ ○ 

 

  広報は努めて防災行政無線により全町に周知することを重点とし、事前準備のため、その

余裕を与えることに注意し、予警報等の種別により被害が激甚であり、かつ早期に到来する

と認められる地域にあっては部分的に優先して広報周知し、被害を最小限に留めるよう留意

する。 

⑥ 気象情報の収集 
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  災害が発生し又は発生するおそれがある場合、江津邑智消防組合は、同署において行って

いる気象観測を災害体制観測に切替え、その結果を観測時点毎に町長に報告するものとする。 

⑦ 予警報等伝達体制の確立 

町は、予警報等伝達体制を確立し、予警報等が関係者に対し迅速かつ正確に伝達されるよ

う努める。 

また、県総合防災情報システムにおいては、松江地方気象台、気象情報提供事業者（㈱ウ

ェザーニュース）、水防情報システム、土砂災害予警報システム、山崩れ発生予知施設等が県

のサーバーとつながっており、各関係機関の端末で気象情報等を受信し、また、気象台等へ気

象観測情報等を送信することが可能で、端末の画面等においては、島根県に発令された各種注

意報、警報等をポップアップ画面で表示できるようになっている。 

そのため、関係職員等は、注意報、警報等のポップアップ画面が表示された場合、確認作

業を行い、気象観測情報の収集、職員の招集等注警報等に対応して行うべき業務を実施するも

のとする。 

県総合防災情報システムによる気象予報及び警報等の伝達経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６．水防警報の伝達 

 水防法第 16 条の規定に基づき、国土交通大臣又は島根県知事からの水防警報を受報した場合

の伝達取扱いについては、邑南町水防計画に定めるところによる。 

 

   ７．洪水予報の伝達 

 水防法第 10 条第２項及び第 11 条第１項、気象業務法第 14 条の２項及び第３項に基づき、国

土交通大臣又は知事が指定した河川について、国土交通省又は知事は気象台と共同して洪水予

報を発表するが、この伝達取扱いについては、邑南町水防計画の定めるところによる。 

 

  ８．火災警報等の伝達 (消防法第 22 条、災害対策基本法第 55 条、第 56 条) 

 松江地方気象台は、消防法に基づき、次のような火災の予防上危険な気象状況であると認めた

ときに、島根県知事に「火災気象通報」を行う。 

① 西部     実効湿度 55％以下で最小湿度 40％以下になると予想される場合。 

② 平均風速 15m/s 以上が１時間以上継続すると予想される場合（基本的に降水なし）。 

 島根県知事は通報を受けた後、ただちに町長に通報し、町長はこれを受けて「火災警報」を

発表する。 

 火災警報はこの他にも、町長が自ら危険であると認めたときにも発表できる。 

町長は、県から通知を受けたとき、又は自ら地域的気象状況の判断によって、火災警報を発

表し、又は解除したときは、打鐘、サイレン吹鳴等により周知を図る。 

松江地方気象台 県防災危機管理課 県 庁 各 課  

支庁県民局・県土整備事務所等 

県 地 方 機 関 

全 市 町 村 (19) 

消 防 本 部 ( 9) 

防 災 関 係 機 関  

有線 衛星 



 風水害等対策－107 

種 別 サイレン信号 

近 火 災 信 号 

山林火災信号 

        約 3 秒        約 10 秒 

３点反覆 ━━ ━━ ━━  ━━ ━━ ━━ 
          約 2 秒 

鎮 火 信 号 
         約 10 秒  約 3 秒  

長短一回 ━━━ ━━ 

         約 2 秒  

消 防 団 員 

招 集 信 号 

           約 1 分 

長音一声 ━━━━━━━ 

 

 

 サイレンの吹鳴後に当たっては、その状況を行政用無線により一般に広報して、町民の不安や

困惑をきたさないよう最新の注意を払う。 

 

  ９．町長が行う警告等の伝達 (災害対策基本法第 56 条他） 

 町長が発令する避難勧告（指示）、退去勧告等警告の伝達体制は、邑南町地域防災計画に定め

るところによるものとするが、伝達に特に放送機関を利用することが適切と考えられるときは、

県を通して行う。 

  

  10．町長の警報等発令、伝達の合理化  

① 町長等が発する水防警報、火災警報等については、具体的な発令基準を設定し、常に検討

を加え、適時に適切な警報を発するよう合理化に努める。 

② 発令基準設定に当たっては、次の事項に留意する。 

  ア．警報等の発令が機を失しないよう発令時期を十分考慮した基準とすること。 

  イ．発令基準に用いる気象等のデータについては出所を明らかにしておくこと。 

③ 町、県及び報道機関等は相互に協力し、災害に関する予警報等の伝達徹底については、必

要ある場合あらかじめ協定を行い、その円滑化を期するものとする。又、伝達徹底のため必

要あるときは、非常無線通信の利用についても考慮する。 

 

 11．異常現象発見時における措置 

 災害の発生するおそれのある異常な現象又は災害が発生した場合における情報の伝達は、次

のとおり行うものとする。 

① 発見者の通報 

  災害の発生するおそれのある異常な現象（豪雤、豪雪、異常水位、地すべり、なだれ、火

災等）又は災害の発生を発見したものは、直ちに次に掲げる最も近いものに通報するものと

する。 

ア．消防機関又は消防職員、あるいは消防団員（以下「消防機関」という。） 

イ．役場、公民館あるいは近くにいる町職員 

ウ．警察署 

② 町長への通報 

  地域住民から異常現象等通報を受けた消防機関等は、直ちに町長に通報するものとする。 

③ 情報受領及び伝達責任者 

  異常現象等情報の受領及び伝達の責任者は危機管理課長とする。 

④ 関係機関への通報 

    危機管理課長は発見者若しくは消防機関等より通報を受けたときは、直ちに情報を確認し、

必要な措置を講ずるとともに、必要とするときは次の機関に通報するものとする。 

      ア．松江地方気象台   イ．川本警察署 
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      ウ．国県等の担当事務所  エ．災害に関係ある近隣市町村 

⑤ 住民に対する周知徹底 

  異常情報の通報を受けたときは、町長（本部長）は、直ちに予想される災害について、住

民及び関係団体等に予警報伝達計画により通報事項を周知徹底させるものとする。 

⑥ 連絡系統 
 

   発  見  者  

  松江地方気象台    消  役  町  警 

                 

  防  場  

     ・   職  察 

  機  公       

      民 

  関   館  員  署 

 

  川本警察署   町 

 

 長 

 危機 

管理 

課長 

 

 

 国県等の担当事務所 
 
 

 
 

  近隣市町村長  

 
  一 般 住 民  

   
 

 
 
 

 第 3．被害状況等の収集・伝達活動 

【基本方針】  

 災害時において町は、県及び防災関係機関と密接な連携のもとに救援活動に重点をおくととも

に、災害状況調査及び被害状況の収集は、町における災害応急対策災害復旧の基礎となるので迅

速かつ的確に行う。 

  

【実施内容】 

 １．情報の収集・伝達の一般的系統 

 町及び各防災関係機関は、自己の所掌する業務に関して自らの職員を動員し、又は防災関係

機関の協力を得て、災害応急対策活動を実施するため必要な情報及び被害状況を収集するとと

もに、速やかに関係機関に伝達する。 
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◇ 被害情報収集伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２．被害状況の調査 

    ①  調査の実施者 

ア．被害状況の調査は、本部各対策部が事務分掌に基づきこれに当たるものとするが、災害

の範囲等状況によっては町本部から必要に応じ調査員を派遣する。 

  調査の時期及び種類別担当責任者は次のとおりとする。 

イ．町長は、県管理の公共建物、公共土木等施設において災害が発生したことを承知したと

きはその施設を管理する県の関係機関に通知する。 

    ②  調査の種類 

        調査の種類は、災害時期別に次のとおり行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口達 

災 
 

 
 

 

害 
 

 
 

 

情 
 

 
 

 

報 

消防団 

江津邑智
消防組合 

巡回車 

防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

・
住
民
・
公
共
的
団
体 

川本警察署 島根県警本部 

自治会

集落等 

 
邑
南
町 

 

災 
害 

対 

策 

本 

部 

島
根
県
災
害
対
策
本
部 

 

防
災
危
機
管
理
課 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

TEL 

TEL、口達 

TEL TEL 

TEL 

無線・TEL 

無   線 

TEL 

川本地区災害対策本部
県央県土整備事務所 

   県総合防災情報システムによる

通報・連絡 
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 調査の種類           調    査    の    時    期   調  査  担  当  者 

 発生調査  災害発生の通報を受け又は発見した場合直ちに調 

 査する。本調査は、災害に伴う応急対策実施上の 

 基礎となるので、できる限り短時間にその概況を 

 調査する。 

 本部から派遣された調

査員 

 中間調査  災害発生後の状況の変化に伴いできる限り詳細に 

 調査する。本調査は、被害の変動に伴い諸対策の 

 準備、変更等に重大な影響を及ぼすので、状況の 

 変動に従ってできる限りその都度行う。 

担当対策部又は担当課 

 職員 

 確定調査  災害が終了しその被害が確定したとき調査する。 

 本調査は、災害に伴う応急措置、災害復旧計画等 

 の基礎となるものであり、又復旧費の費用負担に 

影響を与えるので、正確を期する。 

 担当対策部又は担当課 

 職員 

 

  ３．災害情報の収集及び被害報告 

      災害情報の収集、被害報告は次により取扱うものとする。 

①  災害情報の連絡 

    災害対策要員又は一般住民が被害を発見したときは、直ちに町本部ならびに消防機関等へ

通報するものとする。通報を受けた消防機関等は速やかに町本部へ通報しなければならない。 

②  被害の報告及び受領 

    被害状況等一般住民から通報を受領した場合、又はその被害状況等を受領した者がする被

害報告の取扱いは次の様式により処理し、出所、発生時刻等を明確にするものとする。 

班 名
（ 課 名 ）

職 氏 名

本
部
へ
の
要
請

連 絡 日 時

所 有 者 又 は 管 理 者
（ 住 所 ・ 氏 名 ・ 電 話 ）

連 絡 方 法

報 告 者
（ 住 所 ・ 氏 名 ・ 電 話 ）

※　区分が「災害」の場合

被 災 場 所

現場情報・災害状況等　報告書（兼指示書）

記録者　 ⇒ 　サイボウズ入力　 ⇒ 　担当部（人命に係る等、緊急かつ重要事項は総務部へ）

発 生 日 時

記 録 者

区 分

電話　・　その他

現
場
情
報
・
災
害
状
況
等

人命に係る等緊急かつ重要　　・　　一　般　（　災害※　・　避難　・　その他　）

 
  ４．被害状況等の調査及び報告 

      被害状況等の調査及び報告は、次により行うものとする。 

①  調査分担 

    被害状況の調査については、調査時期別の分担は前記のとおりであるが、部門別の分担は

それぞれ所掌事務に従って調査を行うものとする。 

②  調査要領 

    被害調査に当たっては、「被害報告様式（県様式）」の内容及び「被害状況等の判定基準」

に基づいて調査を実施するが、各種別ごとの被害調査は次の要領により行うものとする。 
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ア．人、住家等の被害 

  人、住家の被害については災害現地に集落及び施設の管理者等の協力を得て調査を実施

する。 

イ．農業関係の被害 

    営農施設被害、農作物被害、畜産関係被害、その他農業関係の被害はＪＡ等農業団体及

び西部農林振興センター（県央事務所）等の協力を得て調査を実施する。 

ウ．山林関係の被害 

  山林地及び林業用施設並びに林産物の被害については、森林組合の協力を得て調査を実

施する。 

エ．商工、観光関係の被害 

商工、観光関係の被害は、商工会及び事業経営者の協力を得て、調査を実施する。 

オ．林道の被害 

    林道被害については、森林組合等の協力を得て調査を実施する。 

カ．土木関係の被害 

    道路、河川、耕地等の被害は、関連施設職員等の協力を得て調査を実施する。 

キ．教育関係の被害 

    教育関係の被害については、校長等の協力を得て調査を実施する。 

ク．町有財産関係の被害 

    町有財産のうち、その他の被害は、施設の管理者等の協力を得て調査を実施する。 

ケ．福祉関係の被害 

  福祉関係の被害については、福祉関連施設職員の協力を得て調査を実施する。 

コ．その他の被害 

  その他の被害については、自治会長等の協力を得て調査を実施する。 

③  被害状況等の判定基準 

    災害により被害を受けた人的物的被害のうち、人的被害（行方不明者の数を含む。）、建築

物被害、農地被害等については「被害状況等の判定基準(1)」によるものとする。ただし、発

生即報にかかる被害については「被害状況等の判定基準(2)」による。 

 

  ５．被害状況等のとりまとめ及び報告 

  被害状況調査の実施者は、被害の調査結果を定められた時間に、危機管理課に報告するもの

とする。 

  危機管理課は、被害をとりまとめた結果を本部長に報告するとともに、県計画に定める期限

又はその都度、県と協議して定める報告期限に、担当事務所へ報告するものとする。 

  この場合、実施した応急対策又は実施しようとする応急対策の主なものについて、その状況

を同時に担当事務所へ報告するものとする。 

 町が県に報告できない場合又は特に迅速に国へ報告すべき災害等が発生した場合には、町は

直接被害状況等の報告を消防庁にしなければならない。ただし、県と連絡がとれるようによう

になった後の報告については県に対して行うものとする。 

  なお、被害の調査結果については、川本警察署と充分連絡の上、相互にくい違いのないよう

照合するものとする。 

     特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、町は、

住民登録等の有無にかかわらず、町の区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関

の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、行方不明者として把握したものが

他の市町村に住民登録等を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人の

うち、旅行者など住民登録の対象外の者は外務省）または県に連絡するものとする。 
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①  報告の種類及び時間等は原則として次表によるものとする。 

［被害報告の種類、時期及び経路等］ 
 
区 分  報 告 内 容  報告の時期及び経路 連絡方法等 

災
害
発
生
即
報 

①災害の発生状況 

②災害に対してとった措

置の状況 

③県等に対する応援要求 

④被害の概要（判定基準

（即報用）以上のもの） 

 ※様式第０号による 

 緊急を要するものである

ので昼夜間を問わず電

話、無線等を利用して報

告すること。 

 邑南町  県土整備事務所等 

・防災危機管理課 

 

 

 
①②③④いずれかが判明次第、直ちに 

 

 

速 
 

 

報 

各種被害等の概況 

※様式第１号による 

 
 

 邑南町  県土整備事務所等 

・防災危機管理課 

 

 

概況が判明次第、随時 

ただし。県土整備事務所等が行う集計確認

の時期については、被害の発生状況により防

災危機管理課より別途指示するものとする。 

 

詳 
 

 

報 

各種被害等の状況 

※様式第２号～ 

様式 第 23 号 

 
災害復旧計画等のもとに

なるので正確を期するこ

と。 

 市町村、 

県の出先機関 

 
関係課 

 防災危機 

管理課 

 

被害等の状況が判明次第逐次報告。ただ

し、県の出先機関が行う集約報告は 13 時ま

で、関係課が行う県計報告は、14 時までに行

う。 

 
確
定
報
告 

同       上 
 

災害復旧計画等のもとに

なるので正確を期するこ

と。 
 

 市町村、 

県の出先機関 

 
関係課 

 防災危機 

管理課 

 

災害に対する応急措置を完了した後 20日以

内に報告。 

災
害
対
策
本
部 

①災害対策本部の設置 

②災害対策本部の解散 

 
 

 

 

市町村、 

県土整備事務所等、 

関係課 

 

 防災危機管理課 

 

 

 

被
害
地
点
報
告 

①被害現場の状況 

②被害現場の位置 

③被害現場の画像 

 
 

 
全ての防災端末設

置機関 

 
防災危機管理課 

 

被害の状況が判明次第、直ちに 

 
（注）上記による報告は、原則として災害体制及び対策本部設置前の規定であり、災害体制設置
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後にあっては災害程度、形態等により報告の内容、時期等を変更することができる。 

 

② 報告様式別系統は次のとおりとする。 

［報告様式別系統］ 

 

１ 災害発生即報 様式第０号 

 

 

 

 

２ 被害状況速報        様式第１号 
   
   

 

 

３ 教育関係被害        様式第３号 

  

 

 

 
４ 教育関係被害        様式第３号 
  (県立大学及び 

   私立学校関係) 

 

 

５ 福祉施設関係被害 様式第４号 

 

 

 

６ 商業及び鉱工業 様式第６号 
  その他事業関係被害 

  

 

 

７ 土木関係被害        様式第８号の１ 
  (港湾、都市計画及び 

   公営住宅関係を除く) 

 

８ 土木関係被害        様式第８号の１ 
  （港湾関係） 

 

 

 

９ 土木関係被害        様式第８号の１ 
  （都市計画関係） 

 

 

10 土木関係被害        様式第８号の１ 
  （下水道関係）                                  

市町村 

県央県土整備事務所 
(地区災対本部担当事務所) 

防災危機管理課 

(県災対本部) 

市町村 
県央県土整備事務所 

(地区災対本部担当事務所) 

防災危機管理課 
(県災対本部) 

市町村 
商工労働部 

商工政策課 

防災危機管理課 
(県災対本部) 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課

(県災対本部) 

土 木 部 

港湾空港課 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

土 木 部 

都市計画課 

市町村 
防災危機管理課 
(県災対本部) 県土整備事務所 

土 木 部 

下水道推進課 

土 木 部 

砂 防 課 

市町村 防災危機管理課 
(県災対本部) 

教 育 庁 

総 務 課 

総務部総務課 

市町村 健康福祉部 

各 課 

防災危機管理課 
(県災対本部) 
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11 公営住宅被害        様式第８号の２ 

 

 

 

12 農 地 農 業 用        様式第９号の１ 

     施設被害 

 

 

13 農業被害速報 様式第９号の４ 

 

 

14 農作物関係被害 様式第 10 号の１ 

  果樹等樹体被害 様式第 10 号の２ 
  農業非共同利用  
     施設被害 様式第 10 号の３ 

 

 

15 畜産関係被害         様式第 12 号 

   
  

 

 

16 農業共同利用  様式第 13 号 

     施設被害 
  

 

 

17 山林関係被害        様式第 14 号の１ 
  （治   山） 

 

 

 

18 山林関係被害        様式第 15 号の１ 
  （林   道） 
   

 

19 山林関係被害        様式第 15 号の２ 
  （造 林 地 等） 

山林関係被害        様式第 15 号の３､４ 

  （苗木等、苗畑施設等） 

   

 

20 山林関係被害        様式第 15 号の５ 
  （林 産 物） 

山林関係被害        様式第 15 号の６､７ 

  （林産施設等、林産加工施設） 

 

21 水産施設被害        様式第 16 号の１ 

           

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

土 木 部 

建築住宅課 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

農地整備課 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

農畜産振興課 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

農畜産振興課 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

森林整備課 

市町村 県土整備事務所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

森林整備課 

市町村 防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

水 産 課 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

農業経営課 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

森林整備課 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

林 業 課 

水 産 事 務 所 

市町村 農林振興センター 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

農畜産振興課 
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22 水 産 物 被 害        様式第 16 号の２ 
  

 

 

 

 

23 医療施設関係被害 様式第 17 号 
  

 

（水道関係被害のみ） 

24 水道関係被害        様式第 18 号 
  火葬場施設被害 様式第 20 号 
 

 

 

 
 
25 災 害 廃 棄 物        様式第 19 号の１ 

   関係被害 
一般廃棄物処理 様式第 19 号の２ 

    場関係被害 
  産業廃棄物処理 様式第 19 号の３ 
    場関係被害 

 

26 自然公園関係被害  様式第 22 号 
 

 

 

 

27 上記以外の     様式第 23 号 
   公有財産被害 

 

 

 

 

 

市町村 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

農林水産部 

水 産 課 

市町村 保 健 所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

健康福祉部 

薬事衛生課 

市町村 保 健 所 防災危機管理課 
(県災対本部) 

環境生活部 
廃棄物 

対策課 

市町村 
環 境 生 活 部 

自 然 環 境 課 

防災危機管理課 
(県災対本部) 

市町村 総 務 部 管 財 課 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

市町村 保 健 所 
防災危機管理課 
(県災対本部) 

健康福祉部 

医療対策課 

水 産 事 務 所 
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第 3節  災害広報 

  

【基本方針】  

 災害が発生したり、又は発生するおそれがある場合には、住民に対し速やかに正確な情報を提

供することにより無用な混乱を防止し、適切な判断による行動がとれるようにする必要がある。 

 又災害発生時には、被害の状況や被害応急対策、あるいは応急復旧等に関する情報について、

町及び防災関係機関は迅速かつ的確に広報を行い、民心の安定と速やかな復旧を図る。混乱が終

息した後は各防災関係機関は広報活動を行い、被災地域住民の動向と要望事項の把握に努める。 

 

【実施内容】 

  １．広報担当者 

  災害時における広報活動の万全を期するため、総務部情報班に広報専任職員を置くものとす

る。 

 

 ２．広報内容と広報の方法  

 町は、江津邑智消防組合、警察署他防災関係機関と緊密な連携のもとに、災害時の混乱した

事態に人心の安定、秩序の回復を図るため、次に掲げる事項を住民に周知する。広報事項はあ

らかじめ本部長の承認を得て行うものとする。 

 また、避難所等に避難中の者に対し警報等の発表状況、被害状況等の情報提供を行うことに

より、避難の勧告・指示等が発せられている途中での帰宅等の防止を図る。 

   

① 災害発生直後の広報事項 

ア．災害に関する情報   イ．避難に関する情報（避難場所、避難勧告、指示等） 

ウ．医療、救護所の開設に関する情報 

エ．災害発生状況に関する情報 オ．出火防止、初期消火に関する情報 

カ．二次災害防止に関する情報（流言飛語の防止、電気、ガス、上・下水道等の措置） 

キ．その他安心情報等必要な情報 

    ② 応急復旧時の広報事項 

ア．食糧、水、その他生活必需品の供給に関する情報 

イ．電気、水道の復旧に関する情報   ウ．交通機関、道路の復旧に関する情報 

エ．電話の利用と復旧に関する情報   オ．ボランティア活動に関する情報 

カ．仮設住宅、ホームステイ等に関する情報 キ．臨時相談所に関する情報 

ク．その他生活情報等必要な情報      ケ．町民の安否（避難所ごとの被災者氏名等

の確認状況等） 

    ③ 広報の方法 

ア．窓口による広報     イ．広報車、ハンドマイク等による広報 

ウ．立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報 エ．ビラ配布等による広報 

オ．集落を通じての連絡          カ．県に対する広報の要請 

キ．報道機関への情報提供、放送要請    ク．防災行政無線の利用による広報 

ケ．邑南町ケーブルテレビ    コ．島根県総合防災情報システム 

サ．インターネットによる広報 

  ３．広報資料の収集 

①  広報専任職員は、各部から入手する被害状況、応急対策の実施状況、気象状況、避難、救

助の状況等を把握し、必要があるときは関係機関及び各種団体、施設に対し情報の提供を求

め、広報資料の整備を図るものとする。 

②  広報活動上必要とする写真は、各部が撮影した写真を利用するものとするが、特に広報用

被害写真はその取材撮影のため職員を派遣し、又は民間人に委託する等資料の確保を図るも
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のとする。 

  又、被災地の状況を写真等に収め、復旧対策及び広報活動の資料として活用する。 

 

  ４．報道機関に対する情報発表の方法 

  総務部総務班長（総務課長）は、被害の状況、応急対策実施の状況等を本部長の承認を得て、

適宣報道機関に発表するものとする。 

 

  ５．実施機関の連絡調整 

 各防災関係機関が広報活動を行うに当たっては、関係機関との連絡をできる限り密にして行

う。 

 

 ６．広聴活動  

 混乱が終息したときは、各防災関係機関はできる限り相談窓口等を開設し、災害住民からの

相談、要望、苦情等を聴取のうえ必要な応急対策の推進に当たる。 

 

７．多様な広報手段の確保 

 各防災機関は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境が多様であることに鑑み、情報

を提供する際に活用する媒体に配慮する。 

① 視聴覚障がい者、高齢者、外国人等に十分配慮する。 

② 避難所等にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関す

る情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

③ 在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる

広域避難者にも配慮した伝達を行う。 
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第 4節  広域応援体制 

 

 大規模災害が発生した場合、町の防災関係機関だけでは十分な対応ができないことが予想され

る。そのような場合には、町長の指示により、各種法令や協定等に基づき迅速な応援要請の手続

きをする必要がある。 

 災害時の応急対策をより迅速かつ的確に実施するため、県及び他市町村、防災関係機関、町内

に組織される民間団体、住民ボランティア組織等への協力を積極的に要請し、活用を図る必要が

ある。 

 

 第 1．県に対する協力要請 

【基本方針】  

 大規模災害では、町のみの対応では困難であり、消防活動はもとより食料や医療、資機材の応

援や人材の派遣等について近隣地域を超えた広域の応援体制をとる必要が生ずる。この場合、広

域応援協定を締結し、応援を要請する場合の基準や手続きを明確化するとともに、応援を受け入

れる場合の役割分担等の体制整備等についてもあらかじめ十分協議し、万全な体制の整備を図る。 

 

【実施内容】 

 １．要請の手続き  

① 町は県と災害対策上必要な資料を交換する等、平素から連絡を密にし、災害時には一層そ

の強化に努めるとともに、協力して区域内の応急対策の円滑な実施を図る。 

② 町長は、町の能力では災害応急対策の万全を期しがたい場合には、県又は他市町村の協力

について、必要に応じて次項による「要請の事項」の定める手続きにより、知事に要請する。 

③ 町は、災害救助法に基づく救助をはじめ、町内で行われる県の災害対策について積極的に

協力する。 

④ 県から他の市町村又は関係防災機関に協力することを依頼されたときは、自らの応急措置

の実施に支障のない限り協力する。 

 

 ２．要請の事項 

 町長は、県に対し応援又は応援の斡旋を求める場合には、次に掲げる事項について、とりあ

えず口頭又は電話をもって要請し、後日文書により改めて処理する。なお、町長が不在等によ

り要請することができない場合は、町長の職務代理者として副町長、教育長が行う。ただし、

副町長、教育長が不在等により町長の職務代理者となって要請することができない場合は、危

機管理課長が町長の職務代理者となり要請する。 

  ① 災害救助法の適用（第 3 章第 6 節「災害救助法の適用」参照） 

ア．災害発生の日時及び場所   イ．災害の原因及び被害の状況 

ウ．適用を要請する理由   エ．必要な救助の種類 

オ．適用を必要とする期間   

カ．既に取った救助措置及び取ろうとする救助措置 

キ．その他必要な事項 

② 指定地方行政機関等の職員の派遣の斡旋要請（災害対策基本法第 30 条第１項） 

   町長は、災害対策基本法第 29 条第 2 項により指定地方行政機関等の職員の派遣を要請した

場合、派遣の要請が容れられなかったり派遣者について適任者がいないとき、県知事（防災

危機管理課）に指定地方行政機関の職員の派遣の斡旋を求める。 

③ 他の地方公共団体の職員の派遣の斡旋要請（災害対策基本法第 30 条第２項） 

    町長は、必要があると認めるときは、県知事（防災危機管理課)に地方自治法第 252 条の 17

の規定による職員の派遣について斡旋を求める。 

④ 職員の派遣要請（地方自治法第 252 条の 17） 
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    町長は必要があると認めるときは、県知事（防災危機管理課)に地方自治法第 252 条の 17

の規定による職員の派遣を要請する。 

    職員の派遣要請又は斡旋の要請に当たっては、次の事項をあらかじめ明らかにしたうえで

県知事（防災危機管理課）に要請する。 

ア．派遣を要請する理由 

イ．派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ．派遣を必要とする期間 

エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ．その他職員の派遣について必要な事項 

⑤ 応援の要求及び応急措置の実施要請（災害対策基本法第 68 条） 

  町長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県知事（防災危機管理課）

に対し応援を求め、又は応急措置の実施を要請する。 

  この場合、次の事項をあらかじめ明らかにしたうえで県知事(防災危機管理課)に要請する｡ 

ア．災害の状況及び応援を要請する理由 

イ．応援を必要とする期間 

ウ．応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

エ．応援を必要とする場所 

オ．応援を必要とする活動内容（応急措置内容） 

カ．その他の必要事項（宿泊、給食等の受入体制等） 

  

  ３．受入体制 

    ① 派遣要請が決定された場合、作業等が円滑に行えるよう宿泊等必要な設備を整える。 

    ② 指揮命令は、派遣を受けた町長が行う。 

 

 第 2．他市町村、防災関係機関等への協力要請 

【基本方針】  

 大規模災害発生時においては、他市町村及び防災関係機関等は相互の応援協力により適切な応

急救助を実施する。 

 この場合、事前に広域応援協定を締結し、応援を要請する場合の基準や手続きを明確化すると

ともに、応援を受け入れる場合の役割分担等の体制等についてもあらかじめ十分協議しておく。 

 

【実施内容】 

 １．協力要請事項 

  町及び町周辺に災害が発生し、応急措置を実施するため必要があるとき、町長は他市町村及

び防災関係機関等の長に対して、以下に掲げる事項のうち必要と認める事項を要請する。要請

に当たっては、とりあえず無線又は電話等をもって処理し、後日文書により改めて処理する。 

    ① 職員の派遣要請（地方自治法第 252 条の 17） 

        この場合、次の事項をあらかじめ明らかにしたうえで他市町村の長に要請する。 

      ア．派遣を要請する理由 

      イ．派遣を要請する職員の職種別人員数 

      ウ．派遣を必要とする期間 

      エ．派遣される職員の給与その他の勤務条件 

      オ．その他職員の派遣について必要な事項 

② 応援の要求（災害対策基本法第 67 条） 

   町長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他市町村及び防災関係機関

の長に対し応援を求める。応援の種類及び要求手続きは、次のとおりとする。 

      ア．応援の種類 
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          町長は、次に掲げる事項のうち、必要な事項について応援を求める。 

        ａ．被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

        ｂ．生活物資及びその補給に必要な資器材の提供 

        ｃ．救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

        ｄ．消火、救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の応援 

        ｅ．ボランティアの斡旋 

        ｆ．その他特に必要な事項 

      イ．要求手続き 

          応援を要求するときは、あらかじめ次の事項を明らかにしたうえで要請する。 

        ａ．災害の状況及び応援を要請する理由 

        ｂ．応援を必要とする期間 

        ｃ．応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

        ｄ．応援を必要とする場所 

        ｅ．応援を必要とする活動内容（応急措置内容） 

        ｆ．その他の必要事項（宿泊、給食等の受入体制等） 

  

  ２．協力体制の確立 

 町は、災害時の応急対策の万全を期するため、平素から隣接市町村や防災関係機関の協力体

制の確立に努めておくとともに、既に締結されている各種協定や災害対策基本法等の条項を活

用し、応援要請が円滑に行われるよう手続きの方法を明確にしておく。 

 又、近隣市町村や防災関係機関との相互応援協定については、締結の促進と有効活用を図る

とともに、円滑に応援できるよう相互の訓練等を通じて実践に即した体制づくりを行う。 

 

  ３．民間団体・事業所等との協力 

 災害時の応急対策を円滑に実施するため、防災関係機関のみならず、ＪＡ島根おおちや大型

店舗等町内外の民間団体・事業所等の協力を得るものとし、このための協力要請方法等は次の

とおりとする。 

    ① 民間団体・事業所等の協力業務 

        災害時に民間団体からの協力が得られる業務は、主に次のとおりである。 

ア．異常気象、危険箇所等を発見した場合の町災害対策本部への通報 

イ．公共施設の応急復旧作業   ウ．応急仮設住宅の建設 

エ．建設資機材の調達    オ．医療救護 

カ．生活必需品の調達   

キ．避難所における収容された被災者の世話等 

ク．被災者、応急対策作業員のための炊出し 

ケ．救援物資の整理、輸送及び配分  コ．被災者への飲料水の供給 

サ．清掃及び防疫等作業の協力  シ．区域内の被害状況調査 

ス．その他災害応急措置の協力 

  

  ４．受入体制の整備 

    ① 派遣要請が決定された場合は、作業等が円滑に行えるよう宿泊等必要な設備を整える。  

    ② 指揮命令は、派遣を受けた町長が行う。 

  

  ５．災害相互応援  

 町長は、県知事又は他の市町村の長から応援を求められたときは、特別の事情がない限り要

請に応じる。 
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 第 3．労務供給計画 

【基本方針】 

  災害対策を実施するに当たり、町の災害対策要員として他労務要員の動員等必要とするときは、

次によりボランティア団体等の応援協力を要請し、又は労務者の雇用により応急対策に必要な人

員の確保を期するものとする。 

 

【実施内容】 

  １．担当責任者 

  労務供給実施の担当責任者は総務部長（危機管理課長）とし、関係課長及び関係機関、団体

等の協力を得て実施するものとする。 

 

  ２．ボランティア団体等の動員 

①  応急要請 

    ボランティア団体等の応援協力を要請するときは、ボランティア団体の責任者に対し次の

応援要請事項を示し、その応援を求めるものとする。 

ア．応援を必要とする理由   イ．従事場所 

ウ．作業内容     エ．人員 

オ．従事期間     カ．集合場所 

  ②  ボランティア団体及び責任者 

        応援協力の要請対象団体及び責任者は、次のとおりとする。 
 

ボランティア団体等の名称 責   任   者 

 自治会、集落  自治会長、集落代表者 

 青尐年団体  各地区団体長 

 婦人団体  婦人会長 

日赤奉仕団、その他奉仕を申し出た団体等  当該団体の責任者 
 

③  活動内容 

   ボランティア団体の活動内容は次のとおりである。 

ア．炊出し、保育、その他災害救助の協力   

イ．清掃及び防疫 

ウ．災害応急対策物資及び資材の輸送 

エ．応急復旧作業現場における危険を伴わない軽易な作業 

④ ボランティア団体との連絡等 

  ボランティア団体は、当該作業の担当責任者の指揮下にあって活動することとし、作業現

場ごとにボランティア団体の連絡責任者を定め、作業の指示その他の連絡を行うものとする。 

⑤ ボランティア団体の活動記録 

  ボランティア団体等の応援協力を求めたときは、次のとおり応援に関する必要な事項を記

録しておかなければならない。 

ア．応援団体の名称   イ．作業内容及び従事場所 

ウ．作業人員    エ．作業の始業、終業の時刻 

オ．作業の期間   カ．その他必要な事項 

 

 ３．労務者等の雇用 

 災害応急対策実施に際しボランティア団体の労力奉仕によるほか、労務要員の必要を認める

ときは労務者の雇上げをなし、その要員を確保するものとする。 

① 雇用の協議 

  労務者の雇上げについては、所轄の職業安定所長及び担当事務所長と協議して行うものと



 風水害等対策－122 

する。 

② 雇用手続等 

  雇上げの手続きその他賃金等の支払いは、島根県地域防災計画に定めるところによる。 

 

 ４．特殊技術者等に対する従事命令等 

  特殊技術者、その他災害対策実施のための要因が一般の動員の方法によってもなお不足し、他の

供給の方法がないときは、協力命令、従事命令等強制執行によりこれを確保するものとする。 

①  強制執行の委任等 

    知事の行う従事命令又は協力命令執行の必要があるときは、その権限の委任又はその執行

を要請するものとする。 

②  従事命令等の種類と執行者 

    従事命令及び協力命令の種類、根拠法律、執行者は次のとおりである。 
 

   対  象  作  業 
 命  令 

 区  分 
    根    拠    法    律     執    行    者 

 消防作業  従  事  消防法第 29 条第５項  消防吏員又は消防団員 

 水防作業  従  事  水防法第 24 条 
 水防管理者、水防団長 

 又は消防機関の長 

 災害救助作業 

 （災害救助法適用       

救助のため） 

 従  事  災害救助法第 24 条  知事 

 協  力  災害救助法第 25 条  知事 

 災害応急対策作業 

 （災害救助を除く） 

 従  事  災害対策基本法第１条  知事 

 協  力  災害対策基本法第１条  知事 

 災害応急対策作業 

 （全    般） 
 従  事 

 災害対策基本法第 65 条第１項  消防長 

 災害対策基本法第 65 条第２項  警察官 
 
    ③  強制命令の対象者 

        強制命令の種別による従事対象者は、次に掲げるとおりである。 
 

      命    令    区    分            従    事    対    象    者 

 消防作業  火災の現場付近にある者 

 水防作業  区域内にある者又は水防の現場にある者 

 災害救助作業   1.医師、歯科医師又は薬剤師 

  2.保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線

技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又

は歯科衛生士 

  3.土木技術者又は建築技術者 

  4.大工、左官又はとび職 

  5.土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者 

  6.地方鉄道業者及びその従業者 

  7.軌道経営者及びその従業者 

  8.自動車運送事業者及びその従業者 

 災害救助、その他の作業 

 （協  力  命  令) 
 救助を要する者及びその近隣の者 

 災害応急対策全般 

 （災害対策基本法による市町村

長警察官の従事命令） 

 市町村区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき 

 現場にある者 

④  公用令書の交付 

    知事の委任を受けて従事命令等強制執行を行った場合は、公用令書を交付するものとする。 

    公用令書の交付については、島根県地域防災計画に定めるところによる。 

    又、町長の権限で行う従事命令等の強制執行については、公用令書交付は必要ないものと
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する。 

⑤  損害補償 

    従事命令又は協力命令により災害応急対策に従事した者で、そのことにより負傷し疾病に

かかり、又は死亡したものの遺族に対しては、次により損害補償又は扶助金を支給するもの

とする。 

 

区      分 
災  害  救  助 

（知 事 命 令） 

災害対策基本法 

（知  事  命  令） 
市町村長の命令 

 基準根拠  災害救助法施行令 

災害措置に伴う応急措

置の業務に従事した者

に対する損害補償条例 

「邑南町消防団員等

公務災害補償条例」 

 補償の種類 

 療養扶助金 

 休業扶助金 

 障害扶助金 

 遺族扶助金 

 葬祭扶助金 

打切扶助金 

 療養補償 

 休業補償 

 障害補償 

 遺族補償 

 葬祭補償 

 打切補償 

  療養補償 

  休業補償 

  傷病補償年金 

  障害補償 

  介護補償 

  遺族補償 

  葬祭補償 

 支  給  額  施行令で定める額  条例で定める額   条例で定める額 
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 第 5節  自衛隊の災害派遣体制 

 

【基本方針】  

 災害により人命又は財産保護のために必要な応急対策を実施するため、町長は災害対策基本 

法第 68 条の２第１項の規定に基づき、県知事に自衛隊の災害派遣を要請する。 

 

【実施内容】 

 １．災害派遣要請基準 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に人命及び財産の保護のため、必要があると

認める場合は派遣を要請する。自衛隊においては要請の内容及び自ら収集した情報に基づいて

部隊等の派遣の必要の有無を判断し、適切な措置をとる。 

 

 ２．災害派遣の範囲 

 自衛隊の災害派遣には災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

① 災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めて自衛隊に災害派遣要

請をした結果、派遣される場合。 

② 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防のため自衛隊に災害

派遣要請をした結果、派遣される場合。 

③ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、市町村長が応急措置を実施する

ため必要があると認めて、知事に対して災害派遣をするよう要請を求め、これを受けて知事

が県の対応能力を超えると判断し自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合。 

④ 災害に際し、通信の途絶等により市町村長が知事に対する災害派遣要請の要求ができない

場合に、自衛隊が、市町村長等からの災害の状況等の通知を受けて、直ちに救援の措置をと

る必要があると認めて自主的に派遣する場合。 

⑤ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を

行う必要があると認めて自主的に派遣する場合。 

⑥ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関

するものであると認められる場合。 

⑦ 災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事からの災害派遣要請を待ついとまが

ないと認めて、自衛隊が自主的に派遣する場合。 

⑧ 庁舎・営舎・その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に災害が発生した時、自衛隊が自主

的に派遣する場合。 

 

 ３．災害派遣の活動内容  

項         目 内                  容 

被 害 状 況 の 把 握 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害

の状況を把握する。 

避 難 の 援 助 避難の命令等が発令され、避難、立退き等が行われる場合で必要があ

るときには、避難者の誘導、輸送等を行い避難を援助する。 

遭 難 者 等 の 捜 索 救 助 行方不明者、負傷者等が発生した場合は､通常他の救援活動に優先して

捜索救助を行う。 

水 防 活 動 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水

防活動を行う。 

消 防 活 動 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防災用具をもって、消防

機関に協力して消火に当たるが､消火薬剤等は通常関係機関の提供す

るものを使用する。 

道 路 又 は 水 路 の 啓 開 道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合はそれらの啓開、

又は除去に当たる。 
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応急医療、救護及び防疫 被災者の応急医療、防疫、病害虫防除等の支援を行うが、薬剤等は通

常関係機関の提供するものを利用する。 

人員及び物資の緊急輸送 救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び援護物資の緊急輸送

を実施する。この場合において航空機による輸送は、特に緊急を要す

ると認められるものについて行う。 

被 災 者 生 活 支 援 被災者に対し、炊飯及び給水、入浴及び宿泊等の支援を実施する。 

救援物資の無償貸付又は

譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭

和 33年総理府令第１号）に基づき、被災者に対し救援物資を無償貸付

けし、又は譲与する。 

危険物の保安及び除去 能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び

除去。 

通信支援 災害派遣任務の達成に支障をきたさない限度において、外部通信を支

援する。 

交通規制の支援 主として自衛隊車両の交通が輻輳する地点において、自衛隊車両を対

象として交通規制の支援を行う。 

そ の 他 その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについて

は所要の措置をとる。 

 

 ４．担当責任者 

      自衛隊の災害派遣要請事務の担当責任者は、総務部長（危機管理課長）とする。 

 

 ５．派遣要請の基準 

自衛隊の災害派遣は、次の３原則が満たされることが基本となっている。 

① 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性があるこ

と。（公供性の原則） 

② 差し迫った必要があること。（緊急性の原則） 

③ 自衛隊が派遣される以外に他の手段がないこと。（非代替性の原則） 

 

 ６．災害派遣要請要領 

 自衛隊の災害派遣の必要を認めたときは、次の事項を記載した文書を知事に提出し、これを

要請するものとする。ただし、事態が急迫し文書で行ういとまがないときは、電信電話等で要

請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

 この場合において、町長は必要に応じて、その旨及び町に係る災害の状況を自衛隊に通知する。 

① 災害の状況及び派遣を要請する理由 

  ア．災害の状況（特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにすること。） 

 イ．派遣を要請する理由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 ア．派遣を希望する区域 

 イ．活動内容 

 ウ．連絡場所及び連絡員 

④ その他参考となる事項 

  （作業用資材、宿舎の準備状況等） 

 

 ７．災害派遣要請の要求ができない場合の措置 

町長は、緊急避難、人命救助の場合で事態が急迫し知事に要求するいとまがない時、又は通信の

途絶等により知事への要求ができない時は、その旨及び町の地域に係る災害の状況を自衛隊要請先

の駐屯地司令等の職にある部隊の長に通知するものとする。ただし、事後速やかに、その旨を知事
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に通知しなければならない。 

 

 ８．自衛隊要請先 

       機   関   名       所  在  地       電    話 

 陸上自衛隊第 13 偵察大隊  出雲市松寄下町 1142-1 0853(21)1045 

 航空自衛隊第３輸送航空隊  鳥取県境港市小篠津町 2258 0859(45)0211 

 

 ９．災害派遣部隊の受入れ措置  

      災害派遣部隊の受入れについては、次により体制を整えるものとする。 

① 部隊との連絡員  

  危機管理課長は、連絡職員を指名して連絡に当たらせるものとするが、派遣部隊との連絡

は、すべて県から派遣された連絡員を通じて行うものとする。 

② 宿泊所及び車両器材等の保管場所 

  宿泊所及び車両器材等の保管場所は、その都度派遣地域の施設等を考慮し、県と事前に協

議決定するものとする。 

③ 応援作業計画 

  災害派遣部隊の受入れに先立って、作業内容、所要人員、器材の確保その他応援について

は、あらかじめ県と協議の上、所要の計画を立てるものとする。 

 

 10．撤収要請依頼  

 自衛隊の災害派遣の目的を達成したとき、又は必要がなくなったときは、速やかに災害派遣

要請者に対して撤収要請を依頼する。 

 

 11．災害派遣に伴う経費の負担区分 

①  自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として町が負担するものとし、下記を基準とする｡ 

ア．派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地、建物等の使用料及び借上料。 

イ．派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼働させるため通常必要

とする燃料を除く。）水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備費含む。）及び入浴料。 

ウ．派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊装備以外の資材、機材等の調達、借上げ、その運搬、

修理費。 

エ．県、町が管理する有料道路の通行料。 

② 負担区分について疑義が生じた場合、あるいはその他の必要経費が生じた場合は、その都

度協議して決める。 

 

12．自衛隊受入れのためのヘリコプター発着場の準備 

自衛隊の災害派遣に際し、ヘリコプターによる物資、人員の輸送が考えられるので、地域毎に適

地を選定し、本計画に定めるとともに、陸上自衛隊に通報しておく。 
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第 6節  災害救助法の適用 

  

【基本方針】  

 災害救助法の適用は、市町村の区域を単位として、一定規模以上の被害が生じた場合や身体に

被害を受け、あるいは受けるおそれが生じた場合等において、知事が災害救助法を適用する。町

長は、災害による被害が以下に掲げる災害救助法の適用基準に達したときは、県知事に災害救助

法の適用を要請する。 

 

【実施内容】 

 １．災害救助法の適用基準 

 町長は、災害による被害状況が次の適用基準に達したときは、県知事に災害救助法の適用を

要請する。 

  ①  「１号基準世帯数」以上の場合 

        町内の住家の滅失した世帯数が次の世帯数以上に達したとき。 

 

町   の   人   口 被  害  世  帯  数 

5,000人以上 15,000人未満 40  世  帯 
 
    ②  「２号基準世帯数」以上の場合 

  被害世帯数が前記①の基準に達しないが、県全体の被害世帯が 1,000 世帯以上で町の被害

世帯数が次の世帯以上に達したとき。 

 

       町    の    人    口        被  害  世  帯  数 

    5,000人以上 15,000人未満           20  世  帯 

 

③  被害世帯が､前記①又は②の基準に達しないが、県下で被害世帯が 5,000 世帯以上に達した

場合であって、町の被害状況が特に救助を必要とする状態にあるとき。 

④  災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする特別の事情

にある場合で、かつ多数の世帯の住家が滅失したとき。 

⑤  多数の者が生命又は身体に危険を受け、又は受けるおそれが生じたとき。 

 

 ２．滅失世帯数の算定 

     適用の基準となる被害世帯の換算等の計算は、次の方法による。 

①  住家の被害程度は、住家の滅失した世帯、即ち全焼、全壊、流出等の世帯を標準とし、住

家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯については２世帯をもって、床上浸水又は土砂たい積

等により一時的に居住することができない状態になった世帯は３世帯をもって、それぞれ住

家の滅失した一つの世帯とみなす。 

      ア．世帯及び住家の単位 

          世帯：生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

          住家：現実に居住のため使用している建物をいう。 

  

  ３．応急救助の内容  

  県知事は、災害により一定規模以上の被害が発生した場合、町に対し災害救助法を適用し、

同法に基づく次の応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

①  収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

②  避難所の設置 

③  炊出しその他による食品の供与及び飲料水の供給 



 風水害等対策－128 

④  飲料水の供給 

⑤  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

⑥  医療及び助産             ⑦  災害にかかった者の救出 

⑧  被災した住宅の応急修理        ⑨  学用品の給与 

⑩  埋・火葬     ⑪  死体の捜索及び処理 

⑫  障害物の除去 

 

 ４．り災証明の発行への対応 

 被災世帯の認定においては、災害救助法の適用並びに義援金の配分等、住民にとって影響が

極めて大きいので、住民からの請求に応じてり災証明が直ちに発行できるようり災台帳を作成

する。 

①  り災台帳の作成 

  被害が発生したときは、町は別に掲げる様式による「被害発生報告」によって被害状況を

調査し、これをり災台帳とする。 

②  り災証明書の発行要領 

ア．被害状況の確認ができないときは、とりあえず本人の申出により、別に掲げる様式によ

る「仮り災証明書」を発行する。 

イ．被災者の被害状況の調査確認を終了した後は、申出により別に掲げる様式による「り災

証明書」を発行する。 

 

  ５．職権の一部委任 

 災害救助法が適用された場合、同法に基づく救助は知事が実施機関となり、町長が補助機関

となって実施されるが、同法第 30 条及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第

２条の規定により、次の各号に掲げる救助の実施に関する職権は、町長が委任を受け実施する。 

①  避難所の供与    ②  応急仮設住宅入居者の決定 

③  炊出しその他による食品の給与  ④  飲料水の供給 

⑤  被服・寝具・その他生活必需品の供与又は貸与 

⑥  被災した者の救出     ⑦  住宅の応急修理 

⑧  学用品の給与    ⑨  埋・火葬 

⑩  死体の捜索     ⑪  死体の処理 

⑫  障害物の除去 

 

６．災害救助の実施方法等 

① 災害報告 

   災害救助法に基づく「災害報告」には、災害発生の時間的経過に合わせ、発生報告、中間報告、

決定報告の３段階がある。 

   これらの報告は、救助用物資、義援金品の配分等の基礎になる他、各種の対策の基礎資料となる。

このため、迅速かつ正確に被害状況を収集把握して、速やかに知事に報告するものとする。 

② 救助実施状況の報告 

   災害直後における当面の応急措置及び災害救助費国庫負担金の清算事務に必要となるため、各救

助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまでの間、日ごとに記録、整理し、知事

に報告する必要がある。 

③ 救助の程度・方法及び期間 

   救助の程度・方法及び期間は島根県地域防災計画に定めるとおりとする。 
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 第 7節 避難活動 

 

 災害発生により住民の人命の危険性が著しく大きいと予測される場合は、これら危険地域の住

民の人的被害の発生を未然に防止しなければならない。そのため、住民を安全な場所への避難対

策等を明確にし、迅速かつ円滑な避難の実施を図る。 

 特に要配慮者が利用する施設の管理者は日頃から迅速な避難体制や計画を整備し、人命の安全

確保に努める。 

 又、その他公共的施設に準ずる施設、事業者等についても同様に、災害時の安全避難を図るよ

う指導していく。 

 

 第 1．避難勧告・指示 

【基本方針】  

 町及び江津邑智消防組合は緊急時に際して、危険区域に居住又は滞在する住民等を安全な地域

に避難させる必要がある場合には、避難の勧告・指示を行う。 

 避難の勧告・指示を行う根拠となる法律は、災害対策基本法の他にも消防法、水防法、地すべ

り等防止法、警察官職務執行法、自衛隊法による緊急措置がある。 

 災害対策基本法、その他の根拠法規に従って避難の勧告・指示の指示を行ったときは関係機関

は相互の連絡を行う。 

 

【実施内容】 

 １．実施責任者及び実施基準  

     災害による避難のための立退きの勧告又は指示を行うものは、次のとおりである。 

  ① 避難情報の種類 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避難予報

（町独自） 

夜間に避難準備情報以上が発令さ

れると予報されるとき、その日の夕

方早い時期に知らせる。 

・避難持ち出し品確認 

・戸締り、火の元確認 

・避難路等確認 

避難準備

（避難行動

要支援者等

避難）情報 

避難行動要支援者等、特に避難行動に

時間を要する者が避難行動を開始し

なければならない段階であり、人的被

害の発生する可能性が高まった状況 

・ 避難行動要支援者等、特に避難行動に時間

を要する者は、計画された避難場所への避

難行動を開始（避難支援者は支援行動を開

始） 

・ 上記以外の者は、家族等との連絡、非常用

持出品の用意等、避難準備を開始 

避難勧告 

通常の避難行動ができる者が避難行

動を開始しなければならない段階で

あり、人的被害の発生する可能性が明

らかに高まった状況 

通常の避難行動ができる者は、計画された避難

場所等への避難行動を開始 

避難指示 

・ 前兆現象の発生や、現在の切迫し

た状況から、人的被害が発生する

危険性が非常に高いと判断され

た状況 

・ 堤防の隣接地等、地域の特性等か

ら人的被害の発生する危険性が

非常に高いと判断された状況 

・ 人的被害の発生した状況 

・ 避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確

実な避難行動を直ちに完了 

・ 未だ避難していない対象住民は、直ちに避

難行動に移るとともに、そのいとまがない

場合は生命を守る最低限の行動 
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② 避難の準備情報、勧告及び指示 

事項 

区分 
実施責任者 措置 実施の基準 

避難準備

（避難行動

要支援者等

避難）情報 

町長 

立退き準備の勧告

（避難行動要支援

者等は立退きの勧

告） 

避難行動要支援者等が避難できる時間を残

して災害が発生する可能性が高まったとき。

（はん濫注意水位に到達し今後も水位が上

昇する可能性があるとき） 

避難の勧告 

町長 

（災害対策基本法

第 60条） 

立退きの勧告及び

立退き先の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、特に必要があると認められると

き。（河川水位が避難判断水位を超え今後も

水位が上昇し、一定時間内にはん濫危険水位

に到達する可能性があるとき｡河川管理施設

の異常〈漏水等破提につながるおそれがある

被災〉を確認等） 

避難の指示 

知事及びその命を

受けた職員 

（水防法第 29条、

地すべり等防止法

第 25条） 

立退きの指示 
洪水・地すべりにより著しい危険が切迫して

いると認められるとき。 

水防管理者 

（水防法第 29条） 
立退きの指示 

洪水により著しい危険が切迫していると認

められるとき。 

町長 

（災害対策基本法

第 60条） 

立退きの勧告及び

立退き先の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、特に必要があると認められると

き。（河川水位がはん濫危険水位に到達した

とき｡破提を確認。河川管理施設の大規模異

常〈堤防本体の亀裂、大規模漏水等〉を確認

等） 

警察官 

（災害対策基本法

第 60条、警察官職

務執行法） 

立退きの勧告及び

立退き先の指示 

町長が避難のための立退きを指示すること

ができないと認めるとき｡町長から要求があ

ったとき。 

警告 

避難の措置 

危険な事態が切迫したと認められるときは、

警告を発し、または特に急を要する場合にお

いては危害を受けるおそれのある者に対し、

必要な限度で避難の措置をとる。 

自衛官 

（自衛隊法第 94

条） 

避難について必要

な措置 

災害により危険な事態が生じた場合におい

て、警察官がその場にいない場合に限り、災

害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は避難

について必要な措置をとる。 

 

③ 町長の勧告又は指示 

  町長は、災害による危険が急迫し、人命、身体の保護、その他災害の拡大を防止するため

特に必要があると認めたときは、必要と認める地域の居住者等に対し、避難の立ち退きを勧

告し、又、急を要すると認めるときは、避難のための立ち退きを指示するものとする。 

④ 勧告又は指示の委任 

  避難のための立ち退きの勧告、指示の措置が緊急を要し町長又は江津邑智消防組合長に連

絡するいとまがないとき又は通信不能の時は、消防団長若しくは災害現地に出動している消

防団の責任者又は指揮者は、避難のための立ち退きの勧告若しくは指示をすることができる。 

    この場合、勧告又は指示をした責任者は、その時刻、対象人員、世帯数、避難した場所等

を速やかに町長に報告しなければならない。 
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 ２．避難の勧告・指示の時期 

  原則として避難を必要とする事態の最終的判断は、防災関係機関からの要請も踏まえて邑南

町災害対策本部（以下「町本部」という。）が行うことになるが、町本部の置かれている本庁舎

等において十分な状況把握が行えない場合は、勧告等を行うための判断を風水害の被災地近傍

の支所等において行うことになる。状況により様々な場合が想定されるが、実際に行われる場

合を想定してまとめると以下のようになる。 

 尚、判断時期は、実施基準に到達するであろうと想定される夕方早いうちに発令するよう努

める。 

  ① 河川の上流が災害のため被害を受け、下流区域に浸水による危険があるとき 

  ② 火災が拡大するおそれがあるとき 

  ③ 爆発のおそれがあるとき 

  ④ ガスの流出拡散により、周辺地域の住民に対して危険が及ぶと予測されるとき 

  ⑤ 地すべり、崖崩れ及び土石流等により著しく危険が切迫しているとき 

  ⑥ その他住民の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められるとき 

 

 ３．避難の勧告・指示の区分 

① 事前避難 

  大雤、暴風、洪水、大雪の警報等が発令され、又は災害が発生し始めた場合において、事

前に避難の準備又は事前に安全な場所に避難させる必要があると認めたときは、その地域の

住民に対し、避難の勧告をするものとする。 

② 緊急避難  

  火災、洪水、大雪、地すべり、山崩れ、急傾斜地の崩壊等による危険が目前に迫り事前避

難のいとまがない場合、又は災害が発生し、被害の拡大が予想され、緊急に避難する必要が

あると認めたときは、その地域の住民に対し、避難の指示をするものとする。 

③ 収容避難 

  事前避難した場所に危険が生じ、他の安全な場所に緊急避難させる場合、又は救出者を安

全な場所に避難させる場合は、車両等の利用によって収容避難させるものとする。 

 

 ４．避難勧告・指示の伝達方法 

① 勧告、指示事項 

  避難の勧告及び指示をするときは、次の事項を示さなければならない。 

  なお、避難所等に避難中の者に対し警報等の発表状況、被害状況等の情報提供を行うこと

により、避難の勧告・指示等が発せられている途中での帰宅等の防止を図る。 

ア．避難を必要とする地域の範囲  イ．避難先 

ウ．避難の経路    エ．避難先の給食及び救助措置 

オ．避難後における財産保護の措置    カ．その他必要な事項 

② 伝達の方法 

  避難の勧告又は指示の伝達は、無線放送、口頭、拡声器、信号、メガホン、放送事業者、

テレビ・ラジオ、有線放送、電話等実状に応じた方法で迅速に伝達事項の周知徹底を図るも

のとする。 

③ 避難の勧告・指示の報告 

    避難の勧告又は指示を発令したときは、危機管理課長は発令者、発令の理由、発令日時、

対象区域及び世帯並びに人員、避難先等を明らかにし直ちに県（防災部防災危機管理課（県

災害対策本部設置時は事務局又は川本地区災害対策本部））にその旨を報告するものとする。 

④ 携行品の制限及び避難者の行動 

  避難誘導者は、避難立ち退きにあっての携行品を必要最小限度に留め、円滑な立ち退きに

ついて適切な指導を行うものとする。避難者は、誘導員の指示に従い単独行動を極力避ける
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ものとする。 

 

 ５．警戒区域の設定と命令について  

 避難の勧告・指示では、対応できない場合には町長は災害対策基本法第 63 条に基づいて警戒

区域を設定し、同区域への立入り禁止や立入り制限、同区域からの退去を命じる。 

 実際の状況を想定すると以下のようになる。 

① 町長が職権を施行できる場合には、町長が警戒区域を設定し、立入制限若しくは禁止又は

当該区域からの退去を命ずる。 

② 町本部が設置されていない状況において、緊急を要する場合は吏員（消防団員を含む）が

町長権限代行者として速やかに同職権を行使し､危険な状況に対応する｡  

  この場合は、事後速やかに町長に報告する。 

③ 警察官も緊急の場合は、警戒区域の設定権等の権限を行使できる。 

 

 ６．避難情報の伝達強化 

 町は、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」（避難準備情報を含む）の作成を推進する。ま

た、住民避難のための避難計画（具体的な伝達方法等を含む）の策定や住民避難のためのハザ

ードマップの作成を推進する。 

［「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の内容］ 

① 対象とする災害と、警戒すべき区域・箇所の設定 

 ・水害、土砂災害等それぞれについて具体的な区域ごとに設定する。 

② 避難を行う区域 

 ・当該区域での災害の様相や特性をもとに、避難を行う区域を具体的に設定する。 

③ 避難勧告等の発令の判断基準・考え方 

 ・避難準備情報、避難勧告、避難指示の意味と、住民が取るべき行動を設定する。 

 ・住民の避難に必要な時間を把握し、避難すべき区域毎に発令の基準を設定する。 

④ 避難勧告等の伝達方法 

 ・伝達文、伝達手段及び伝達先を具体的に設定する。 

⑤ 避難勧告等の伝達内容 

 ・気象警報、避難勧告等を住民に周知することにより、迅速・的確な避難行動に結びつける

よう、その伝達内容等についてあらかじめ検討しておくものとする。その際、危険の切迫性

に応じて勧告等の伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極的な避難行動の喚起に努めるも

のとする。 

 第 2．避難の方法 

【基本方針】  

 危険が切迫し、住民が緊急に避難する必要がある場合、混乱を起こすことなく避難の安全を確

保するためには、適切な避難の誘導が行われる必要がある。 

 避難の誘導は、町職員若しくは各施設管理者が、警察官、消防職員、消防団員、住民の協力を

得て実施する。 

 

【実施内容】 

 １．避難順位  

  ① 高齢者、障がい者及び乳幼児、妊産婦等の要配慮者 

 ② 浸水や斜面崩壊などの災害に際しては、災害の種別、災害発生の時期等を考慮し、客観的

に判断して早い段階で災害が発生すると認められる地域内居住者 

 ③ 災害活動従事者以外の者 

  ④ 災害活動従事者 
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 ２．避難準備及び携行品等の制限  

  ① 避難に際して火気及び危険物の始末を完全にする。 

  ② 家屋の補強、及び家財の整理をする。 

  ③ 避難者の携行品について次の措置をとる。 

   ア．緊急の場合……現金、貴重品以外の日用品、身廻りを最小限にする 

   イ．時間的余裕があると認められる場合……避難秩序を乱さない範囲にする 

 

 ３．避難道路の選定 

  ① 避難道路は、緊急時の混乱を避けるためできる限り車両用・歩行用に区分選定する。 

  ② 避難道路には消防職（団）員、警察官等を配置する。 

  ③ 必要に応じ誘導標識、誘導燈、誘導柵を設ける。 

  ④ 避難路上の障害物件等を除去する。 

 

 ４．避難の確認  

① 避難の勧告、指示を発した地域に対しては、避難終了後速やかに警察官、消防職（団）員

等による巡視を行い、立ち退きが遅れた者等の有無の確認に努め救出する。 

② 避難の勧告、指示に従わない者について説得に努め状況に応じては強制措置をとる。 

 

 ５．避難の誘導等 

 町職員、消防職員及び警察官等は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に

努める。誘導に際しては、自治会長・集落代表者、消防団員、婦人会員やその他一般の協力を

得て行う。 

なお、消防団員（兼 水防団員）、警察官、町職員など避難誘導や防災対応にあたるものの安

全が確保されることを前提とした上で、要配慮者の避難支援などの緊急支援を行うものとする。 

 

 ６．移送の方法 

 避難立ち退きに当たっての移送及び輸送は原則として避難者が各個に行うが、避難者が自力

による立ち退きが不可能な場合は、町が車両等によって行う。 

 

  ７．避難の指示及び注意事項等住民の相互連絡 

  災害のため避難の指示がなされた場合において、一般住民は近隣者とよく連絡を取り合い迅

速に避難を行うとともに、避難対象地域内の登下校の児童生徒又は一般の通行人に対して、避

難の指示のあった旨及び注意事項を告げ避難させるものとする｡ 

 

 第 3．要配慮者の安全避難 

【基本方針】  

 学校、保育所、医療機関、福祉施設等の管理者はあらかじめ避難計画を定め、状況に応じて適

切な集団避難を行う。特に保育所では、職員のほとんどが女性のため、消防団員や父母等の協力

を得て実施する。 

【実施内容】 

 １．要配慮者への支援体制の整備 

  災害時における要配慮者の避難等の対策として、町は以下の支援体制を整備する。 

① 要配慮者の避難のため、避難準備情報の位置付け。 

② 要配慮者の避難等に必要な、早期の土砂、水防情報等の提供。 

③ 防災・福祉部局の相互連携と防災関係機関・福祉関係者等との協力体制の整備。 

④ 要配慮者に配慮した避難計画等の作成 

 ・要配慮者への避難準備情報、避難勧告、避難指示等の伝達方法 
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 ・要配慮者の種別ごとの避難支援の方法及び配慮すべき事項 

 ・要配慮者の支援における関係者の役割分担等 

⑤ 個別の要配慮者の避難支援のための体制づくり。 

⑥ 要配慮者が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専

門分野が連携した支援方策を図る。 

 ２．学校・保育所における避難対策 

  学校・保育所の避難については、概ね次により行うものとするが、避難の方法、場所、経路

等細部については、それぞれ校長、所長（以下「校長等」という。）はあらかじめ計画を立てて

おくものとする。 

① 避難実施責任者 

  災害発生後、校庭などに二次避難した後、さらに避難が必要と校長等が判断したときは、

直ちに、保育園児、児童生徒（以下「児童等」という。）の避難を実施するものとする。 

  校長等において緊急避難を実施したときは速やかに町長又は教育長に避難実施状況を報告

しなければならない。 

② 避難順位 

  避難の実施に当たっては、低学年の児童等から避難させることを原則とする。 

  校長等は迅速かつ秩序ある避難を行うため、各学級の避難順位及び各学級内の児童等の避

難順位をあらかじめ定めておくものとする。 

③ 避難責任者及び補助者 

  避難責任者は校長等とする。 

  避難責任者は補助者を定め、あらかじめその分担を決定しておくものとする。 

④ 避難誘導の要領 

  避難誘導に当たっては、災害の種類、状況等をよく判断して避難するものとするが、必要

なときは最寄りの台地又は広場へ第１次誘導をし、速やかに児童等の危険を避ける。事後の

判断避難誘導についての具体的事項は、それぞれの学校及び施設において定めておくもの   

とする。 

⑤ 避難誘導の処置 

  町長が避難の指示をした場合必要と認めたときは、消防団員等避難の誘導補助者を派遣す

るものとするが、この場合派遣された誘導補助者は避難責任者の指示を受けなければならな   

い。 

⑥ 避難後の処置 

  災害のため児童等を避難させた場合、避難責任者は避難した状況を伝令等その他適切な方

法で可及的速やかに保護者に周知を図るものとする。児童等が自分で勝手に下校したり、ま

た、保護者が学校側のチェックなしで子どもを連れ帰ったりする等のないよう、出席簿等の

名表や事前に準備しておいた「引き渡し確認カード」等の利用など、各学校における具体的

な行動マニュアルを作成し、万全を期する。留守家庭や諸般の事情で、児童等を直ちには引

き渡すことが困難な状況も予想されるため、一時的に学校で児童を保護する必要が生じるこ

とも考えられる。そのため必要な備品等を保管しておくことも必要となる。 

  災害が終止し、危険がなくなったときは避難所に収容すべき者を除き、できるだけ速やか

に保護者に引き渡すものとする。特に、必要がある場合は、地区別に教職員が児童等を保護

誘導し、保護者のもとに送り届けるものとする。 

 

 ３．医療機関 

① 避難誘導 

    医療機関管理者は、構内外の火災が発生した場合は、被害を最小限に留めるため、医療機

関で設置する自主組織によりあらかじめ患者を担送者と独走者とに区別し、適当な人数ごと

に編成させて、医師、看護師、その他の職員が引率して医療機関が指定する避難場所又は空
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地及び野外の仮設幕舎、その他安全な場所に避難誘導する。 

② 誘導指示の周知 

   医療機関の管理者は職員及び、外来患者又は入院患者に対し避難の指示をするとともに、

マイク等によりその旨周知徹底を図る。 

③ 移送の方法 

ア．医療機関管理者は自主組織で定める班編成により、迅速に安全な場所への誘導をするた

め、避難経路を指定し、入院患者を院外の安全な場所まで移送する。 

イ．医療機関の管理者は、院外への患者移送について自力で歩行不可能な患者については担

架により医師、看護師等を引率責任者として、警察官、消防職員等の協力を得て移送を行

う。             

ウ．医療機関管理者は、避難誘導を終結した場合は避難人員及び残留者の確認を行うととも

に救出結果の点検を行う。 

④ 避難場所及び備蓄について 

   医療機関管理者は、災害時における避難場所をあらかじめ定め、負傷者に対する応急処置      

及び患者記録、応急救護所の設置を図るとともに、移送に必要な医薬品、食料品、衣類、担

架、車両、手押車等を備蓄しておく。 

 

 ４．福祉施設 

町は、個々の入所者・利用者のニーズに応じた医療施設及び社会福祉施設等の受入れ先を確保し、

施設入所者の移送を支援する。 

又、援護の必要性の高い被災者を優先し、施設機能を低下させない範囲内で被災地に隣接する地

域の社会福祉施設に入所させる。 

① ライフライン優先復旧 

  町は、社会福祉施設の早期の機能回復を図るため、ライフライン事業者に対して、電気、

ガス、水道等の優先復旧を要請する。 

② 生活救援物資の供給 

  施設管理者は、食糧、生活必需品等の備蓄物質を入所者に配布するとともに、不足が生ず

る場合には、県及び町に協力を要請する。 

  町は、備蓄物質の放出及び調達により、施設入所者への生活救援物資の供給を行う。 

③ マンパワーの確保 

ボランティア、自主防災組織、近隣住民等へ呼びかけ、マンパワーを確保する。 

 

 ５．ひとり暮らしの高齢者、要介護高齢者等 

 隣近所の住民の協力を得て避難することになるので、あらかじめ集落等の住民の協力体制に

ついて検討しておく。 

 

 ６．在宅要配慮者 

① 安否確認の実施 

  町は、職員による調査班を編成し、各居宅に取り残された要配慮者の安否確認を実施する。 

  その際、あらかじめ作成した在宅の要配慮者のリスト等を活用し、民生委員、自主防災組

織等の協力を得て行う。 

② 救助活動の実施 

  町は、自主防災組織等の協力を得ながら在宅の要配慮者の救助を行う。 

③ 受入先の確保及び移送 

  町は、要配慮者の受入先として医療施設、社会福祉施設等を確保する。 

④ 生活救援物資の供給 

  町は、要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食糧、生活必需品等の備蓄物質の調
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達及び供給を行う。 

⑤ 情報提供 

  町は、在宅や避難所等にいる要配慮者に対し手話通訳者の派遣、音声情報の提供等を行う

他、ファクシミリや文字放送テレビ等の情報を随時提供していく。 

⑥ 相談窓口の開設 

  町は、避難所等に相談窓口を開設する。各相談窓口には、職員、福祉関係者等を配置し、

総合的な相談に応じる。 

⑦ 巡回サービスの実施 

  町は、職員、保健師等によりチームを編成し、在宅、避難所、仮設住宅等で生活する要配

慮者のニーズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サービスを実施する。 

 

 第 4．避難所の開設 

【基本方針】  

 町は、災害により家屋の損壊・損失が生じた場合、あるいは避難の勧告・指示が出され住民が

避難を行う場合、宿泊・給食等の一時的収容保護を実施するため、避難所を開設する必要がある。 

避難所の設置場所は、本部長があらかじめ指定する避難所開設予定場所に基づき被害の状況に応

じて決める。 

 ただし、災害の状況により緊急に開設する必要があるときは、各施設の管理責任者・勤務職員､

又は最初に到着した町職員が実施する。 

 

【実施内容】 

 １．避難所 

  避難所はり災地に近く、集団的に収容できる既存建物を優先し、野外仮設はできるだけ避け

るようにする。 

① 避難施設の仮設 

  避難所開設予定建物の被災等により他に適当な建物がなく、避難者を収容することができ

ない場合は、必要に応じ、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する

安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所として開設するほか、避難施設を仮設しこれ

を収容するものとする。さらに、要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、

民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難場所として借り上げる等、多様な避難場所の確保に努

める。なお、避難場所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途

絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難場所を設置・維持することの適否

を検討する。 

② 所要物資の確保 

  町長は避難所を開設するための必要な物資を確保するものとする。 

③ 施設使用の強制 

  避難所の設置に当たり、その施設の所有者又は占有者の反対等により当該使用することが

できず、かつ、他に適当な施設がないときは、町長は知事に対して当該施設についての強制

使用の要請をするものとする。 

 

 ２．避難所の開設  

① 避難所の開設は、原則として本部長の指示により行う。 

② 夜間等、突発的な災害発生の場合には、本部からの指示がなくとも避難の必要が生じると  

自主的に判断されたときは、居合わせた職員が施設入口（門）を大きく開け放ち、避難所開

設の準備を行う。 

③ 既に避難住民が集まっているときは速やかに上記の作業を行い、とりあえず体育館など広

いスペースに誘導し、無用の混乱の防止に努める。 
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④ 要配慮者に対する配慮 

    民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者等は、要配慮者の居場所

や安否の確認に努め、把握した情報について町に提供するものとする。 

 

 ３．避難の周知徹底 

 避難指示者（町長）は、避難のための立ち退きの万全を図るため、避難場所、避難経路等に

つき周知を図り、町民に徹底しておく。又、避難の指示又は勧告をしたときは、防災行政無線

等実情に応じた方法でその周知徹底を図る。 

また、避難所等に避難中の者に対し警報等の発表状況、被害状況等の情報提供を行うことに

より、避難の勧告・指示等が発せられている途中での帰宅等の防止を図る。 

 

 ４．開設の報告  

 避難所開設に当たった職員は、避難住民の収容を終えた後、町本部に無線若しくは電話等に

よりその旨を報告する。町本部は、県知事、警察署、消防等関係機関に対して開設の状況を連

絡する。 

 県知事への報告事項は次のとおりとする。 

・避難所開設の目的、日時及び場所 

・箇所数、収容状況及び収容人員 

・開設期間の見込み 

・避難対象地区名及び災害危険箇所名等 

・避難所で生活せず食事のみを受け取りにきている被災者数及びその状況 

 

 ５．避難所内事務所の開設  

 避難所内に「事務所」を速やかに開設し、避難住民に対して避難所運営の責任者の所在を明

らかにする。 

 

  ６．避難所内の区画の指定 

  避難した住民の受け入れは、事情の許す限り地域ごとにスペースを設定し、集落等を中心と

した住民による自主的な運営となるよう配慮する。 

 

 ７．対象者  

  ① 災害によって現に被害を受けた者 

ア．住家が被害を受け居住の場所を失った者 

   全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水等（破壊消防による全、半壊を含む。）の被害

を受け、日常居住する場所を失った者 

イ．現実に災害を受けた者 

   自己の住家の被害に直接関係はないが現実に災害に遭遇し、速やかに避難をしなけれ    

ばならない者（旅館、下宿屋の宿泊人、一般家庭の来訪客、通行人等） 

  ② 災害によって現に被害を受けるおそれがある者 

   ア．避難の勧告又は指示が出た場合 

   イ．避難の勧告又は指示は発せられていないが、緊急に避難することが必要である場合 

 

 第 5．避難所の運営 

【基本方針】  

 短い期間にせよ、避難所は生活の拠点を失った住民が生活する場となるため、衣・食・住のあ

らゆるレベルにわたる、きめの細かい対応が必要となる。 

 運営は、原則として町職員が担当するが、全てを職員だけで対応するのは不可能であり、又実
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際的でもないため、集落等の地域組織や避難した住民の代表者による自主的な管理運営の手法を

積極的に取り入れていく必要がある。 

 また、災害救助法が適用された場合「避難所の供与」については、町長が県知事の委任を受け、

災害救助法を運用し実施する。 

なお、災害救助法が適用された場合の、同法の適用される避難所の開設期間は、原則として７

日以内と定められているが、状況によっては、県知事の承認を得て延長する場合も想定される。 

 

【実施内容】 

 １．避難所の安全管理  

 避難所を開設し避難者を収容したときは、避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を

図るため、職員を駐在させ、集落等の協力を得て避難者の保護に当たる。 

① 各避難所ごとに収容された人員の把握に努め、収容能力からみて支障があると判断したと

きは速やかに適切な措置を講ずること。 

② 常に町本部と情報連絡を行い、正しい情報を収容者に知らせ不安の解消に努めること。 

③ 避難所が万一危険になった場合、再避難等についての対策を把握し混乱のないよう適切な

措置を講ずること。 

④ 避難所内に傷病者がいることを認めた場合は、速やかに適切な措置を講ずること。 

⑤  給食、給水その他当面必要とされる物資の配給等にあっては､適切迅速な措置をとること｡ 

 

 ２．運営の内容  

     避難所の運営にあたっては運営マニュアルを作成するなど具体的な体制の整備に努める。避難

所運営のおおよその目安は次のとおりとする。 

  ① 避難者名簿（カード）の作成 

  ② 居住区域の割り振り 

  ③ 食糧、生活必需品の請求、受取、配給 

  ④ 避難所の運営状況の報告（適宜） 

  ⑤ 避難所運営記録の作成 

   避難所の開設が長期化する見通しの場合は次の点に留意する。 

・プライバシーの確保 

・男女双方への配慮 

・保健・衛生対策等への配慮 

３．避難所の早期閉鎖 

   県及び町は、災害の規模等必要に応じて、避難者の健全な住生活の早期確保のため、応急仮設住

宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空屋等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等に

より、避難所の早期解消に努める。 

 

 第 6．孤立地区の対策 

【基本方針】  

 町は、道路、通信の寸断による孤立地区の発生に対し、通信手段を確保し道路寸断への対応を

とるとともに、物資供給・救助体制を整備する。 

【実施内容】 

 １．通信手段の確保 

① 災害時優先電話、衛星携帯電話、町防災行政無線、簡易無線機等を利用した多様な通信手

段を確保する。 

② 通信機器の非常用電源の確保、保守点検、訓練等による使用方法を習熟しておく。 

③ 通信設備が使用できない場合に備えたバックアップ体制を整備する。 

  （民間協力員、自主防災組織、消防団員等による情報伝達、アマチュア無線等） 
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 ２．物資供給・救助体制の確立 

① 孤立地区状況の事前の適切な把握。 

② ヘリポート離着陸適地の確保。 

 

 ３．孤立に強い地区づくり 

① １週間程度の自活を想定した備蓄（水、食糧、非常用電源）、簡易トイレ、最低限の医薬品・

救助器具等の整備・拡充。 

 （公的備蓄の他、自主防災組織や個々の世帯での対応が必要） 

② 避難所の適切な選定等による避難体制の強化。 

③ 防災マップの作成、防災訓練等による周知 

④ 避難所マニュアル等の整備 

 

 ４．道路寸断への対応 

① 孤立が予想される地区における対策工事の実施。 

② 道路寸断情報の伝達体制の整備。 

 

第 7 広域一時避難 

(1) 被災町は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化等に鑑み、被災町の区域外

への広域的な避難及び応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合において、県内の

他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れ

については県に対し当該他の都道府県との協議を求めるものとする。 

(2) 県は、市町村から協議要求があった場合、他の都道府県と協議を行うものとする。また、市

町村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとま

がないときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市町村に代わっ

て行うものとする。 

(3) 県は、市町村から求めがあった場合には、受入先の候補となる都道府県の市町村における被

災住民の受入能力（施設数、施設概要等）等、広域一時滞在について助言するものとする。 

(4) 町は、避難所を指定する際にあわせて広域一時滞在の用にも供することについても定めるな

ど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう

努めるものとする。
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 第 8節  消防活動 

  

 災害により火災や建物の倒壊等の被害が発生し、極めて大きな人的、物的被害が予想されるた

め、消防力の増強整備並びに現有消防力の効率的運用方策を確定しなければならない。又、防災

関係機関との連携を保持しつつ、住民、事業者に対し自主防災対策の整備確立の促進を図ること

により、出火防止と初期消火との徹底を期する。 

 

 第 1．住民、集落、事業所の活動 

【基本方針】  

   災害が発生した場合、同時多発火災の発生や延焼拡大等により多くの人命の危険が予想される

ため、住民及び事業所等は可能な限りの出火防止と初期消火を行う｡ 

 

【実施内容】 

  １．住民の活動  

 火災等が発生した場合、住民はまず身の安全を確保し、出火の防止と初期消火に努める。                                                                         

①  使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに遮断する。 

②  プロパンガスはガスボンベのバルブ、石油類のタンクはタンクの元バルブをそれぞれ閉止

する。 

③ 電気器具は電源コードをコンセントからはずし、避難の際はブレーカーを切るなど通電時

の出火防止に努めるとともに、停電時におけるロウソク等火気の使用に注意を払う。 

④ 火災が発生した場合は、消火器等で消火活動を行うとともに、隣人等に大声等で助けを求

める。 

 

  ２．集落の活動  

① 地域の火災の発生状況、被災状況を調査把握するとともに、各家庭に火気の使用停止、ガ

ス栓の閉止、電気器具の使用中止等出火の防止を呼びかける。 

②  火災が発生したときは、消防機関に通報するとともに消火器、可搬式ポンプ等を活用し、

河川、プール等あらゆる消防水利を活用して自主的に初期消火活動に当たる。 

  なお、消火器具が不足するときは、バケツリレーなどにより消火、延焼阻止に努める。 

③  消防機関が到着したときは、協力して消火活動に当たる。 

  

  ３．事業所の活動  

① 火気の停止、プロパンガスの供給の遮断等の確認、ガス、石油類等の流出等異常発生の有

無の点検を行い、必要な防災措置を講ずる。 

② 従業員は火災を発見した場合、事業所内の防災センター・守衛室・電話交換室など定められ

た場所に通報し、受報者は消防機関に通報するとともに、放送設備や非常ベル等で関係者に

伝達する。 

③  事業所の自衛消防隊は機を失することなく、消火設備や器具を集中させて一気に消火し、

延焼阻止に努める。なお、火災が多数発生した場合は、重要な場所から先に消火し、危険物

等が火災になり、拡大すると判断される場合は付近の住民に避難を呼びかける。 

④  必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。その際、誘導に当たっては指示内容を明

確にし、かつ危機感をあおらないよう冷静、沈着に行う。 
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第 2．消防団による消火活動 

【実施内容】 

 １．出火防止 

 災害の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、消防団員の居住地付近の住民に

対し、出火防止対策（火気の停止、ガス・電気の使用中止、避難に際してはガス栓を締める、

分電盤のブレーカーを切る等）を広報するとともに、出火した場合は住民と協力して初期消火

を図る。 

 

  ２．消火活動 

 地域における消火活動もしくは主要避難路確保のための消火活動を、単独又は消防組合と協力し

て行う。 

 又、損壊家屋、避難後の留守宅での通電時の出火等の警戒活動を行う。 

 

  ３．救急・救助 

 消防組合による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対しての必要な応急処置を行い、

安全な場所へ搬送を行う。 

 

  ４．避難誘導 

   避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡を取

りながら住民を安全に避難させる。 

 

５．惨事ストレス対策 

  消防活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、消防機関は

必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 

 

第３  市町村・消防本部等による消防活動 

１ 市町村・消防本部の消火活動 

  消防本部は、市町村が策定した消防計画に基づき統制ある消防活動を行い、火災防御活動の万

全を期する。 

(1) 災害状況の把握 

  消防活動に際しては１１９番通報、消防用高所監視カメラ、消防無線、参集職員からの情報等

を収集し被害状況の把握に努め、初動体制を整える。 

(2) 通信体制の確立 

  消防・救急無線通信網を効果的に運用し、市町村及び他の消防機関の部隊等との通信を確保し、

消防通信体制の強化を図る。 

(3) 災害状況の報告 

  消防長は、災害の状況を市町村長に対して報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働き

かける。 

(4) 同時多発火災への対応 

ア 避難地及び避難路の確保 

   延焼火災が多発し、拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難地及び避難路確保のため

の消防活動を行う。 

イ 重要地域の優先 

   同時に複数の延焼火災を覚知した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行

う。 

ウ 消火可能地域の優先 

   同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して消防活動を行う。 
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エ 市街地火災消防活動 

   市街地大火に際しては、その危険性の実態に関する的確な情報の伝達に務め、避難の勧告・

指示を行う必要が生じた場合、その適切な広報を実施する。 

   大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地

に面する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先し、それらを鎮圧した後、部隊を集中し

て消防活動に当たる。 

オ 重要対象物の優先 

   重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護に必要な消

防活動を優先する。 

(5) 火災現場活動 

ア 出場隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保した

延焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

イ 火災規模と対比して消防力が優勢と判断した時は、積極的に攻勢的現場活動により火災を鎮

圧する。 

ウ 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断した時は、住民の安全確保を最優先とし、道路、河

川、耐火造建物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 

(6) 救急・救助 

要救助者の救助救出と負傷者に対しての必要な応急処置を行い、安全な場所へ搬送を行う。 

２ 消防団による消火活動 

(1) 出火防止 

  事故等の発生により、火災等の災害発生が予測される場合は、消防団員の居住地付近の住民に

対し、出火防止対策（火気の停止、ガス・電気の使用中止、避難に際してはガス栓を閉める、分

電盤のブレーカーを切る等）を広報するとともに、出火した場合は住民と協力して初期消火を図

る。 

(2) 消火活動 

  地域における消火活動若しくは主要避難路確保のための消火活動を、単独又は消防本部と協力

して行う。 

また、損壊家屋、避難後の留守宅での通電時の出火等の警戒活動を行う。 

(3) 救急・救助 

消防本部による活動を補佐し、要救助者の救助救出と負傷者に対しての必要な応急処置を行い、

安全な場所へ搬送を行う。 

(4) 避難誘導 

  避難の指示・勧告がなされた場合は、これを住民に伝達するとともに、関係機関と連絡をとり

ながら住民を安全に避難させる。 

３ 住民の対策 

  住民は、出火防止、初期消火及び延焼拡大防止等の活動に努めるとともに、近隣の出火・延焼

の拡大防止活動に協力する。 

４ 惨事ストレス対策 

  消防活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、消防機関は

必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。 

 

第４  他の消防本部に対する応援要請 

１ 消防相互応援協定による応援要請 

  被災市町村長は、自地域の消防力だけで十分な活動が出来ない場合には、あらかじめ結んだ消

防相互応援協定に基づき他の消防機関に応援を要請する。 

２ 知事による応援出動の指示 

被害状況を把握した結果、被災地域のみでは十分な対応ができないと判断される時、知事は県
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内の市町村長又は消防長に対して応援出動の指示を行う。 

被災市町村長は、自地域の消防力だけで十分な活動が出来ない場合には、知事に対して県内消

防本部の応援出動の指示を要請する。 

３ 緊急かつ広域的な応援要請 

(1) 県内で被害が発生した場合 

県内に被害が発生した場合、知事は被害状況を速やかに把握し、県内の消防力をもってして対

応が不可能と認めた時は、消防組織法第 44 条に基づき緊急消防援助隊等を要請するものとする。 

(2) 他都道府県で被害が発生した場合 

  消防庁長官は大規模災害時において被災都道府県知事の要請を待ついとまがない場合、要請を

待たないで応援のための措置を他の都道府県知事に対して求めることができるが、消防庁長官か

ら緊急消防援助隊の派遣等の措置を求められた場合、知事は、県内の市町村長に対し、応援出動

等の措置を要求する。 

特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求める必要がある場合、消防庁長官は直接市

町村長に応援出動の措置を求めることができるが、その場合、その旨は関係する都道府県知事に

速やかに連絡され、措置を求められた市町村長は、直ちに応援活動を行うものとする。 

４ 要請上の留意事項 

(1) 要請の内容 

  市町村長は、応援を要請したい時は、次の事項を明らかにして知事に要請する。要請は緊急を

要するため通信により行い、後日文書を提出することとするが、被害が甚大で状況把握すら困難

である場合は、その旨を県に連絡し被害状況の把握活動に対する支援を要請する。 

ア 火災の状況（負傷者、要救助者の状況）及び応援要請の理由 

イ 応援消防隊の派遣を必要とする期間（予定） 

ウ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

エ 市町村への進入経路及び集結場所（待機場所） 

オ 応援消防隊の活動に対する支援能力の見込み 

(2) 応援隊の受入れ体制 

  他都道府県応援消防隊の円滑な受入れを図るため、応援要請を行う消防機関は、連絡係を設け

受入れ体制を整えておく。ただし、甚大な被害により次のような準備が困難な場合は、あらかじ

めその旨連絡し、応援隊に係る支援隊の派遣についても要請する必要がある。 

ア 応援消防隊の誘導方法 

イ 応援消防隊の人員、機材数、指揮者等の確認 

ウ 応援消防隊に対する給食、仮眠施設等の手配 
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第 9節  救急・救助活動 

  

【基本方針】  

 災害時においては、倒壊家屋等の下敷き、店舗や建物等の孤立、車両事故等による負傷者の発

生、人身事故の発生など早急に救出を要する事案が数多く発生するものと考えられる。災害によ

り救出者が発生した場合は、町及び江津邑智消防組合は関係機関との協力体制を確立し、迅速・

的確に救出活動を実施する。 

 また、災害救助法が適用された場合「被災した者の救出」については、町長は県知事の委任を

受け、災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．救出実施担当責任者 

 救出実施の担当責任者は、町長がこれに当たるものとする。 

 り災者の救出は町長が消防団、地元住民等により必要な器具を借上げて実施するものとする

が、状況によっては医療機関、警察、隣接市町村、県等の機関に応援協力を求めて実施するも

のとし、特に必要なときは、自衛隊の災害派遣について知事に協議し、必要な措置を講ずるも

のとする。 

 救出が緊急を要する場合においては、災害現地における消防団の責任者又は団員若しくは対

策要員は臨機の措置をとり直ちに救出を行うものとする。緊急臨機の措置により、り災者を救

出した消防団員等は、速やかに救出状況を町長に報告するものとする。 

 又、災害救助法が適用されたときは、知事の委任に基づき行う。 

  

  ２．災害救助法適用時の実施基準  

    ①  対象者 

      ア．災害のため、生命身体が危険又は生死不明の状態にある者 

        ａ．火災の際に火中に取り残されたような場合 

        ｂ．倒壊家屋の下敷きになったような場合 

        ｃ．流出家屋と共に流されたり孤立した地点に取り残されたような場合 

        ｄ．がけ崩れ等の下敷きになった場合 

        ｅ．自動車の大事故が発生した場合 

  

  ３．警察との連絡 

 り災者の救出を要する事態が発生した場合は、直ちに警察署長に連絡し、町、消防団、警察

の三者が相互に緊密な連絡を保ち協力して救出に当たるものとする。 

 

  ４．実施方法  

① 救助隊の編成 

   救出活動は、消防団員、町職員、警察署等関係機関により救助隊を編成して行い、要救助

者を安全な場所へ救出する。 

  負傷者の応急手当を必要とする場合は、医師会等関係機関の協力を得るほか本章第 10節「医

療救護」の定めるところにより実施する。 

②  救出機械器具の調達 

    要救助者の状況に応じて救出作業に必要な人員、設備、機械器具（救助用装備、ヘリコプ

ター、建設用車両等）を利用して行い、調達が不足又は困難なときは、建設業者、ＪＡ及び

住民等の協力を得る。 

③  応援要請 

  町長は、救出が困難又は救出に必要な人員や機械器具等が不足するときは、知事（防災危
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機管理課）に自衛隊の出動を要請するほか、近隣市町村に応援協力を要請する。 

 

  ５．危険区域の監視 

  災害が発生し、危険防止上特に必要と認めるときは、被害拡大防止のため消防団員等を配置

して、監視に当たる。 

 

６．惨事ストレス対策 

   救急・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、救急・

救助機関は必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。
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第 10節  医療救護 

 

 災害時には、窒息死、失血死、焼死も予想され、外傷、骨折及び火傷等、多種多様な災害によ

る要救助・救急事象が町内各所で同時多発的に発生することが予想される。又傷病者が多数発生

したときには、軽・重様々な患者が一時に医療機関に集中し、緊急に治療が必要な重傷者に対す

る応急医療が充分行き届かない事態が予想される。 

 被災地の住民が適切な医療及び助産の措置を受けられるよう、初動医療体制や後方医療施設へ

の搬送体制の整備を図り、医薬品・資器材の確保について計画をしておく必要がある。 

  災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として事務及び業務分担をするものとする。 

 

 第 1．救護班の編成及び派遣等 

【基本方針】  

 救護活動は緊急を要し、任務の遂行には多くの困難が予想される。邑南町災害対策本部は医療

機関の協力を得て救護班を編成し、県及び関係医療機関と密接な連携により、災害の状況に応じ

て適切な医療（助産を含む。以下同じ）救護を行う。 

 

【実施内容】 

 １．初期医療体制 

①  初期医療は、災害のため医療サービスを受けられなくなった者に対して応急的な措置を行

うものであり、原則として避難所等に開設される救護所で救護班による応急措置を受けるこ

ととする。 

②  災害救助法が適用された場合における保健医療については同法に基づき島根県知事が、町

に委任しているものについては町長が実施、その他については島根県知事に対して救護班等

の派遣を要請する。 

 

  ２．大規模災害が発生した場合の対策  

①  町長は、状況に応じて必要な救護班を現地に派遣する。 

②  災害に基づく医療は原則として、救護班によって行う。 

③  救護班は概ね、医師１名、看護師２名、事務員等１名とする。 

④  救護班は、被災者の収容所、その他適当な場所に仮設医療救護所を設けるとともに、医療

機関の外来診療施設を利用して臨時救護所を設ける。 

⑤  避難所が設置された場合は、避難所に救護班を派遣するとともに、巡回診療を実施し、被

災者及び周辺住民の医療の確保を図る。 

⑥  救護班において応急手当後、医療機関への収容を必要とするものについては、的確な情報

に基づき搬送する。 

⑦  救護班で対応できない場合には、国、県をはじめ、日本赤十字社、医師会等の協力を得て

医療救護活動を実施する。 

  ３．救護班の業務内容 

     救護班の行う業務内容は、原則として以下に示す内容とする。 

  ①  傷病者に対する応急措置 

  ②  トリアージ（被災負傷者・病人の治療優先度を決める） 

  ③  広域救急医療機関への転送要否、及び転送順位の決定 

  ④  輸送困難な患者、軽傷患者等に対する医療 

  ⑤  助産救護 

  ⑥  遺体検案 

⑦薬剤又は治療材料の支給 
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 第 2．搬送体制の整備 

【基本方針】  

 大規模災害時には、軽・重様々な患者が一時に救護所に集中すると予想される。そうした中で

医療機関での適切な医療が必要な重傷患者は、江津邑智消防組合とその他防災関係機関の協力を

得て後方医療機関に迅速に搬送する必要があり、そのための体制の整備が重要である｡ 

 

【実施内容】 

 １．一次搬送体制(傷病者発生現場から町内及び近隣の医療機関等への収容) 

 江津邑智消防組合は、傷病者発生現場で救急隊等によりトリアージを実施し、救急隊が重傷

者から町内及び近隣の医療機関へ搬送する。ただし、救急車両が手配できない場合は、町及び

救護班で確保した車両により搬送を実施する。 

 又、災害時には町内の医療機関だけでは対応ができないことも予想されるため、県内の主要

病院と連携体制の確保を図っている県医師会との協力のもと迅速な対応を図る。なお、この搬

送は他市町村からの応援救急隊と協同して実施する。軽傷者については、徒歩・自家用車等で

最寄りの救護所等で応急手当を受ける｡ 

 

 ２．二次搬送体制（町内外の医療機関から県内、県外の基幹医療機関） 

 一次搬送後、町内外の医療機関で対応できない傷病者を県内、県外の基幹医療機関へ次の搬

送手段で搬送する。 

    ◎ 搬送手段  

          消防機関の救急車・医療機関の患者搬送車・ヘリコプター・自衛隊等の搬送車 

注）① 救急車については、上記の一次搬送を優先するため、一次輸送の目途がつき次第、

順次二次搬送に組み込む。 

    ② 通路の不通時又は遠隔地への搬送については、防災関係機関の所有するヘリコプ

ターを要請し空輸する。 

 

第 3．医薬品、医療資器材の調達 

【基本方針】  

 医薬品及び医療資器材は、備蓄しているものを優先的に使用する。不足する場合、最寄りの販

売業者等から調達することを原則とし、災害の状況等により不足する場合は、県あて調達の要請

をする。 

 

【実施内容】 

  １．流通備蓄計画による調達 

 救護所等で使用する医薬品等や医療機関で不足する医薬品については、事前に協定を締結し

ている医薬品卸売業者へ医薬品等の調達を要請するなど流通備蓄の方法をとることとする。 

 

 ２．大規模災害への対応 

 陸上の交通手段が確保できない場合は、県及び防災関係機関等に要請し、ヘリコプター等に

よる空輸を行う｡ 

 

  ３．血液製剤等の確保 

①  保存血液等については、日赤血液センターが確保に努め、県等に調達を要請する。 

②  通常の輸送体制がとれない場合は県及び防災関係機関等に要請し、ヘリコプター等による

空輸を行う。 
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 第４．助 産 

【基本方針】  

 災害により助産機関の機能が混乱し、被災地の住民が助産の途を失った場合における応急的な

助産の実施について定める。 

 

【実施内容】 

 １．助産の対象者  

   災害救助法が適用された場合、災害発生の日以前又は以後７日以内に分娩した者で、災害の

ため助産の途を失った者。 

 

 ２．助産の範囲 

①  分娩の介助     

②  分娩前及び分娩後の処置 

③  脱脂綿、ガーゼその他衛生材料の支給 

④ 新生児のケア 

 ３．助産の方法 

  ①  救護班等による助産 

ア．助産は、原則として産科医を構成員とする救護班が当たる。ただし、出産は、緊急を要

する場合が多いので、最寄りの助産師によって行うことも差支えない。 

イ．救護班の編成、派遣及び構成並びに救護所の設置については、医療の場合と同様である｡  

ウ．救護所には、救急用自動車を配置し、必要な場合は医療機関へ移送する。 

 

 ４．救護班の派遣要請  

 町内の医療機関等における助産救護の需要が増大し、助産救護班の編成が困難に陥った場合

は、町長は県知事に対して助産救護班の応援要請を行う。 

  

第５  透析患者等への対応 

１．透析患者への対応 

  慢性腎不全患者の多くは、１人１回の透析に約 120 リットルの水を使用する血液透析を週２～

３回受けており、災害時にも平常時と同様の医療を要することから、適切な医療体制を確保する。 

  また、生き埋め等の圧迫による挫滅症候群に伴う急性腎不全患者に対しても血液透析等適切な

医療を行う。 

  このため、町、県は、医師会及び透析医療機関等の協力により、透析医療機関の被災の状況、

近県も含めた透析医療の可否について情報を収集し、透析医療機関及び患者からの問い合わせに

対し情報提供できる体制を取る。さらに、透析医療機関からの要請に応じ、水、電気、燃料など

の供給、あるいは復旧について関係機関と調整する。 

２．在宅難病患者への対応 

  人工呼吸器を装着等している難病患者は、病勢が不安定であるとともに専門医療を要すること

から、災害時には、医療施設で救護する必要がある。 

  このため、県は、平常時から保健所を通じて難病患者の特性に配慮した「災害時個別支援計画」

の策定に協力するとともに、必要に応じて、町、医療機関及び近県市町村等との連携により、後

方医療機関へ搬送する。 
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第 11節  警備活動 

 

【基本方針】  

 １．趣旨  

 管内に大規模な災害が発生した場合には、住民の生命、身体、財産を保護するため、川本警

察署災害警備計画に基づいて早期に警備体制を確立し、関係機関との緊密な連携の下に、避難

誘導、救出・救護、交通対策等の災害警備諸活動に警察の総合力を発揮して対処する。 

 

 ２．対策の体系  

 

 

 

 

 

 

【実施内容】《川本警察署》 

 １．警備体制  

①  警備本部の設置 

  災害が発生したときは、川本警察署に川本警察署災害警備本部を設置し、指揮体制を確立

する。 

②  警備職員の参集、招集 

   別に定める｢川本警察署災害警備計画｣による。 

③ 警備部隊の編成及び運用 

   別に定める｢川本警察署災害警備計画｣による。 

 

 ２．警備措置 

①  災害情報の収集 

   ア．初期段階 

    ａ．家屋、ビル等の倒壊状況  ｂ．主要道路・橋梁の損壊状況 

    ｃ．火災の発生状況    ｄ．死傷者、行方不明者等の状況 

        ｅ．住民の避難状況 

    ｆ．電話、電気、水道、ガス等のライフライン及び交通機関の被害状況 

    ｇ．重要施設等の被害状況 

   イ．その後の段階 

    ａ．被災者の動向     ｂ．被災地、避難所等の治安状況 

    ｃ．流言飛語の発生状況    ｄ．交通規制の実施状況 

    ｅ．防災関係機関による災害応急対策の進捗状況 

ｆ．ライフライン等の復旧状況及び見通し 

  

 ３．避難誘導 

①  避難の勧告又は指示は、原則として町長が行うが、火災、山（崖）崩れ等の危険が切迫し

ている場合において、町長が指示することができないと認められるときは、署長（特に急を

要するときは現場の警察官）の判断により避難の指示を行う。 

警察官が避難の指示を行った場合は、直ちに町長に対して、日時、対象、避難先等を通知する。 

 

②  大火の発生等、広域に渡って災害の発生が予想される場合には、避難の指示を行う前であ

っても関係市町村長と協議の上、病人、高齢者、障がい者、妊産婦、児童・乳幼児、外国人

警

備

活

動 

警 備 措 置 

交通秩序の維持 
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等の要配慮者に対し、あらかじめ指定する避難場所又は安全な地域の親戚、知人宅等に避難

するよう指示する。 

   

 ４．救出・救護 

① 措置要領 

ア．倒壊家屋の密集地域及び病院、学校、駅並びに山（崖）崩れによる家屋埋没箇所等、多

数の負傷者が認められる場所を重点に行う。 

イ．救出した負傷者は、応急処置をした後、消防、日赤等の救護機関に引継ぎ、病院等に収

容する。 

ウ．救出活動に当たっては、見張り員の配置、装備資機材の活用に細心の注意を払うなど、

二次災害の防止措置を講じて行う。 

② 装備資機材の活用 

現有装備資機材を有効に活用するほか、重機保有事業者の協力を得て、迅速かつ効果的な

救出活動を行う。 

 

 ５．交通秩序の維持 

本編第 3章第 12節「交通確保、規制」による。 

 

 ６．死体の検視、見分 

① 検視場所等の確保 

   検視は、邑南町との協議及び関係施設管理者の協力を得て、検視場所、遺体安置場所を確保し

て行う。 

② 関係機関の協力確保 

   検視は、島根県医師会、島根県歯科医師会、邑南町長その他関係機関の協力を得て行う。 

③ 身元不明死体の措置 

   身元不明死体は、見分後、事後の身元確認手続きに備えて所持品、着衣、人相、特徴等を写真

撮影する等の措置をとった後、当該死亡地を管轄する市町村長に所持金品と共に引き渡す。 

 

 ７．行方不明者の調査及び迷い子等の保護 

① 相談所の開設 

   警察署、駐在署その他適当な場所に「災害相談所」を設置する。この場合において、当該相談

所に「行方不明者・迷い子相談所」を併設し、届出受理、照会、相談等に対応できる体制を整え

る。 

② 行方不明者の措置 

ア．捜索願いを受理したときは、避難場所、病院その他の関係先に必要な手配を行い、該当

者の発見に努める。 

イ．多数の行方不明事案が発生したときは、必要な捜索班を編成し、大規模な被害が発生し

た地域を重点的に捜索し、その発見に努める。 

③ 迷い子等の措置 

ア．迷い子を保護したときは、捜索願届との照合及び避難場所、病院その他の関係先に必要

な手配を行い保護者の発見に努める。 

イ．保護した迷い子のうち、保護者等の引取人がいない者及び保護者等が容易に判明しない

者については、児童相談所又は福祉事務所又は町に通告し、又は引き継ぐ。 

 

８．地域安全対策 

① 各種パトロールの実施 

   被災地、避難場所その他警戒を要する施設等に対するパトロールを行い、窃盗等のほか、乳幼
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児の連れ去り等国際的視野による各種犯罪の予防検挙に当たる。また、被災地に限らず、災害に

便乗した犯罪の取り締まりや被害防止に努めるとともに、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情

報収集及び県民に対する適切な情報提供を行うなど社会的混乱の抑制に努める。 

② 地域安全情報の提供 

   住民の要望、苦情等を収集・分析し、災害情報、生活関連情報等の必要な情報を広報紙等各種

広報媒体を通じて広く住民に提供する。 

③ 災害相談所の開設 

 災害相談所を開設し、被災者の安否確認、困りごと等の各種相談に対処する。 

 

 ９．救助要請  

 災害警備上必要があるときは、警備業協会その他の関係機関・団体等に県災害対策本部を通じ又

は直接支援要請等を行う。 

 

１０．惨事ストレス対策 

  警備活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。また、警備機関

は必要に応じて、県警本部等に精神科医等の専門家の派遣を要請する。
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第 12節 交通確保、規制 

 

【基本方針】 

 災害発生時には、崖崩れによる土砂の堆積や路面の陥没や亀裂、橋梁、電柱、沿道に面する建

築物の倒壊等により、道路が通行不能状況に陥り避難する車両や人が殺到して交通麻痺になるこ

とが予想される。 

 そのため、各道路管理者及び防災関係機関の協力により適切な交通規制を実施し、混乱の防止

を行う。又、重点的な応急復旧作業を行い避難救出、緊急物資の輸送、警察・消防活動等が行え

るよう道路交通の確保を図る。 

 

【実施内容】 

 １．道路混雑・被害状況の把握  

 町は関係機関と連携をとり、交通混雑及び道路被害状況を積極的に調査把握し、災害対策本

部に連絡するとともに、県及び関係機関に報告する。 

 

 ２．緊急輸送路の確保  

 災害により道路施設が被害を受けた場合、災害対策活動を迅速かつ効果的に推進するため、

又は避難路として確保するため、重点的に応急復旧する路線として緊急輸送路の確保を図る。 

 

  ３．応急対策の実施  

①  復旧活動 

  災害の状況と緊急度に応じて各道路管理者との連携を図り、復旧を実施する。実施責任者

は、当該道路の管理者とする。 

②  復旧資機材等の確保 

   町内各地域の復旧資材・機械及び作業要員の実態を把握し、応急復旧に対処する体制を確

立する。 

③  協力要請 

   町長は、管理する道路の応急復旧が不可能もしくは困難な場合は、県知事又は隣接市町村

及び自衛隊の応援を要請する。 

 

 ４．交通規制 

 災害が発生した場合、町は川本警察署と協力し、一般交通の安全と災害対策に必要な緊急輸

送を確保するため、次の要領により歩行者及び車両等の通行を禁止又は制限する｡ 

①  第一次的には、発生した直後における緊急の措置として、人口集中地域を中心にその周辺

を含めた幹線道路について、緊急自動車及び緊急車両であるとの確認を受けた車両（以下「緊

急通行車両等」という。）以外の車両の全方向への通行を禁止する。 

  第二次的には、被害状況に応じ第一次的交通規制を解除し、路線別、車種、用途別又は時

間別、車両（緊急通行車両等を除く。）の通行を禁止し、又は制限する。 

②  上記①により規制を受けている以外の道路については、その道路状況により通行を禁止し、    

又は制限する。 

③  上記①～②の措置をとった場合は、関係機関に通知するとともに県、日本道路交通情報セ

ンター及び報道機関等を通じて避難者、運転車等一般住民に対して適時適切な広報をする。 

④  車両の通行を禁止又は制限する場合には、できるだけ道路管理者及び関係機関が相互に緊

密な連絡を保ち適切な交通規制を行うようにする。 

⑤  規制の標識等 

  交通規制をしたときは規定の標識を立てる。 

  ただし、緊急のため規定の標識をすることが困難・不可能なときは、適宜の方法によりと
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りあえず通行を禁止又は制限したことを明示し、必要に応じて遮断等の措置をとるとともに

現地において交通整備等に当たる。 

ア．規制標識 

  道路法及び道路交通法によって規制したときは、道路標識、区画線及び道路標示に関す

る命令の定める様式方法により、災害対策基本法によって規制したときは災害対策基本法

施行規則様式第２に定める様式によって表示する。 

イ．規制条件の表示 

   道路標識に次の事項を表示する。 

 ａ．禁止制限の対象    ｂ．規制する区間 

  ｃ．規制する期間    ｄ．規制する理由 

ウ．う回路の表示 

   規制を行ったときは、適当なう回路を表示する等、一般交通にできるかぎり支障のない

よう努める。 

  ⑥  報告書 

       規制を行ったときは、次の方法によって報告又は通知する。 

   ア．系 統 

         各機関への報告等は次の系統による。 

 

 

 

 

 

 

 

イ．報告事項 

   各機関は、通知等に当たっては次の事項を明示して行う。 

 ａ．禁止制限の種別と対象   ｂ．規制する区間 

  ｃ．規制する期間    ｄ．規制する理由 

  ｅ．う回路その他の状況 

 

  ５．通行禁止等が行われた場合の運転者の義務 

 通行禁止等の対象とされる車両の運転者の義務の内容は、次のとおりである。 

①  道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、当該区間に在る車両の運転者は、速やか

に、車両を当該区間以外の場所（区間外又は道路外の場所）へ移動しなければならない。 

② 区域に係る通行禁止等が行われたときは、当該区域内に在る車両の運転者は、車両を道路

外の場所へ移動しなければならない。 

③ ①及び②のいずれの場合も、当該移動が困難な場合は、できる限り道路の左側端に沿って駐車

する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 

④ ①、②及び③にかかわらず、車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従っ

て車両を移動し、又は駐車しなければならない。 

 

  ６．路上放置車両等に対する措置 

①  警察官は、災害対策基本法に基づく通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通

行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障を及ぼすと認められ

るときは、同法第 76 条の３第１項及び第２項の規定に基づき必要な措置を行うものとする。 

② 自衛官又は消防吏員は、災害対策基本法第 76 条の３第３項又は第４項の規定に基づく措置

等をとったときは、直ちに、当該措置等をとった場所を管轄する警察署長に通知するものと

県 

駐 在 所 

邑南町災害対策本部 

川本警察署 
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する。 

③ 路上放置車両等をより効率的に排除するため、道路管理者等との連携活動に配意する。 

 

  ７．緊急通行車両の確認 

 公安委員会が、災害対策基本法第 76 条の規定に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行の禁

止又は制限を行った場合、緊急通行車両の確認は県（災害対策本部、同支部）又は公安委員会

（県、警察本部、川本警察署）において行い、緊急通行車両の標章及び証明書を交付する。 

 

８．道路啓開 

① 緊急啓開道路の把握と優先順位の決定 

ア 緊急啓開道路の情報収集 

緊急啓開道路（緊急輸送道路）に指定された路線の各道路管理者は、啓開が必要な緊急輸送

路線等の情報収集を行い把握する。 

また、町は、緊急輸送道路の状況について情報提供を行うなど、各道路管理者の情報収集

に協力する。 

イ 優先順位の決定 

各道路管理者は、啓開が必要な緊急輸送路線等が多数発生した場合は、重要度を考慮し、

優先順位を決めて道路啓開を実施する。 

② 道路啓開作業の実施 

ア 啓開資機材等の確保 

  町は、あらかじめ整備していた資機材及び建設業協会等との協定の締結等により確保した

人員及び資機材等を活用し、道路啓開を的確、迅速に行う。 

    また、必要に応じて国土交通省が所有する災害用機械の要請を行う。 
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 第 13節  緊急輸送 

  

【基本方針】  

 災害発生時には、町及び防災関係機関は、応急対策の実施に当たり必要な人員、物資等を迅速

に輸送するため、防災関係機関及び運送関係業者等の保有する車両等を調達して緊急輸送体制を

確保する。 

 

【実施内容】 

 １．対象となる人員及び物資の範囲 

  ①  第１段階 

    ア．救助・救急活動、医療活動従事者、医薬品等、人命救助に要する人員・物資 

    イ．消防、水防活動等、火災の拡大防止のための人員・物資 

ウ．国、県、町災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保全要員等、初動の応急対

策に必要な要員・物資等 

エ．後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ．緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員・物資 

  ②  第２段階 

    ア．上記①の続行 

    イ．食料、飲料水等、生命の維持に必要な物資 

    ウ．傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

    エ．輸送施設の応急復旧等に必要な人員・物資 

  ③  第３段階 

    ア．上記②の続行 

    イ．災害復旧に必要な人員・物資 

      ウ．生活必需品 

 

  ２．輸送の方法  

  災害時において、最も迅速な輸送が行われるよう町内の輸送経路のみならず町外からの物資

等の輸送を考慮し、県関係機関、隣接市町村、協力団体、警察署等と充分連絡し輸送を行うも

のとする。 

 災害時の輸送の方法は次のとおりである。 

① 自動車輸送  ② 鉄道輸送  ③ 航空輸送  ④ 人力輸送 

 

 ３．自動車輸送 

  自動車輸送は、災害緊急輸送の主体をなすものであり、車両の確保調達等により行うものと

する。 

    ① 車両等の確保 

ア．町有車両等の確保 

  災害時における町有車両の確保は、他のすべてに優先することを原則とする。 

イ．町有以外の車両の確保 

  災害対策輸送について町有車両以外の車両を必要とするときは、町内の営業用、自家用

等車両の所有者又は管理者に対して車両出動の協力を要請するものとする。 

  車両出動の協力を要請された車両の所有者又は管理者は、他に優先してこれに協力する

ものとする。 

ウ．車両等の確保の協力要請 

  町内において車両等の確保ができないときは、県及び隣接市町村に対し車両確保の応援

を要請するものとする。 
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② 緊急輸送車両の確保 

  緊急輸送に従事する車両は、県央県土整備事務所又は川本警察署において緊急車両の確認

を受け、所定の標章及び証明書を所持するものとする。 

 

 ４．鉄道輸送 

  被災等の状況により鉄道輸送を必要とするときは、ＪＲ西日本旅客鉄道㈱により輸送を行う

ものとする。 

 

 ５．航空輸送 

      陸上の輸送が途絶し緊急を要する場合は、次により航空輸送を行うものとする。 

① 航空輸送の要請 

  航空輸送の必要があると認めるときは、県に対し、県の防災ヘリコプター、県警察本部及

び自衛隊のヘリコプターあるいは航空機の出動の手続きを要請するものとする。 

② 物資投下が可能な地点の選定 

  物資投下の地点は、その都度指定することとする。 

 

 ６．人力輸送 

 車両輸送等が途絶し、緊急を要するときは、集落やボランティア団体等の労力奉仕により人

力をもって輸送するものとする。 

 

７．緊急輸送のための燃料の確保 

  緊急輸送を行う関係機関は、災害時における燃料の調達・供給体制の整備を図る。
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第 14節  水防 

  

【基本方針】  

 災害発生時には、水門、樋門、ため池等が損傷あるいは破損のおそれがある。町及び施設の管

理者は防災関係機関と相互に協力し、速やかに応急対策を実施する。又、町は災害発生による二

次災害防止に水防活動が必要であるときは、平常勤務から水防体制への切換を確実迅速に行い、

水防活動に万全を期する。 

 

【実施内容】 

 １．水防組織 

①  町地域の水防を総括するため、邑南町水防本部を置くものとし、本部長には町長が当たり、

本部事務は危機管理課が行う。又、江津邑智消防組合及び関係職員をもって非常事態に対処

する。 

②  水防本部は、邑南町災害対策本部が設置された場合は邑南町災害対策本部に統括されるも

のとする。 

 

  ２．雤量、水位の通報 

 危機管理課並びに江津邑智消防組合又は危険区域の監視責任者は気象等予警報が発せられた

とき、又は出水等のおそれがあるときは、次の要領によって状況を報告するものとする。 

① 雤量観測 

  危機管理課並びに江津邑智消防組合は、気象の予警報が発せられたとき、又は局地的に雤

量が平常雤量を超える状態となったときは以後降雤状況によく注意し、雤量の正確な情報の

把握に努め町長に報告する。 

② 水位の報告 

  危険区域の監視者は、気象警報の発せられたとき又は出水のおそれがあると認めたときは、

河川の水位の状況を町長に報告し、以後水位の変動についてその時期を失しないよう報告す

る。 

③ 危機管理課並びに江津邑智消防組合の現地巡察 

  危機管理課並びに江津邑智消防組合は、気象予警報が発せられた場合、又は出水のおそれ

がある場合において必要があると認めたときは無線車を駆動し、現地の状況を直接把握し、

適切な処置をとるとともに、その状況を町長に報告するものとする。 

④ 県及び関係機関との連絡 

  県及び関係機関との連絡は、絶えず有機的に行い情報の収集を図るものとし、町地域内に

出水等による被害が発生し又は発生のおそれが増大したときは、直ちに担当事務所へ報告す

るものとする。 

 

 ３．水防用資材の輸送及び補充 

 水防用資材等輸送の緊急を要する場合、又は水防用資材の補充を要する場合は適宜町地域内

の輸送機関、販売業者若しくは所有者に要請し、優先的に協力させるものとする。 

  この場合協力した輸送機関等の名称又は氏名、車種、使用時間、工程、距離数等を町長に報

告するものとする。 
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第 15節  土砂災害対策 

 

【基本方針】 

  地すべり、土石流、急傾斜地の崩壊等による土砂災害に対する警戒体制が円滑に遂行できるよ

う努める。 

 

【実施内容】 

 １．気象予警報の伝達及び受信 

 気象台から発令される気象予警報の伝達系統又は受信方法は、本章第２節「災害情報の収集･

伝達」により、災害応急対策の初動体制の確立を図るものとする。 

 

 ２．情報の収集及び伝達 

      土砂災害危険区域に係る災害情報及び伝達は次により行うものとする。 

  ① 情報の収集要領 

ア．危険区域に係る情報の収集は総務課並びに江津邑智消防組合が行う。 

イ．危機管理課並びに江津邑智消防組合は、情報の収集に当たって関係課、川本警察署、県

央県土整備事務所、その他の関係機関及び住民から収集する。なお、この場合の収集系統

は、本編第 3 章第 2 節第 2．10.｢異常現象発見時における措置｣を参照。 

    ② 情報の内容 

    危険区域に係る情報の内容は、次のとおりとする。 

ア．危険区域及びその付近の降雤量 

イ．急傾斜地の地表水、湧き水、亀裂、竹木等の傾倒 

ウ．人家の損壊等の状況 

エ．住民及び滞在者数 

    ③ 情報の伝達 

  危険区域に係る情報を受けた危機管理課は、電話その他の方法により迅速に関係機関に伝

達するとともに、危険区域住民に対しても必要に応じ広報車等により周知させるものとする。 

  ④ 異常現象発見時の措置 

    異常現象発見時の措置は次によるものとする。 

ア．危険区域において、災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、次のうち

最も近いところに連絡するものとする。 

ａ．邑南町役場危機管理課   ｂ．江津邑智消防組合 

ｃ．県央県土整備事務所   ｄ．川本警察署 

イ．発見者から通報を受けた上記の関係機関は、その現場の状況を直ちに町役場危機管理課

に通報するものとする。 

ウ．通報を受けた危機管理課は建設課に連絡し、県央県土整備事務所と協力して異常現象を

調査し、災害防止のための応急措置を講ずるものとする。 

⑤ 県央県土整備事務所との情報交換 

   町は、県央県土整備事務所と常に連絡を密にし、平常時から土砂災害危険区域に係る情報

交換を行うなど対策について検討しておく。 

 

 ３．避難及び避難所 

 地すべりや土石流、急傾斜地崩壊等の危険が増大した場合の避難及び救出方法等は次のよう

に行い、危険区域住民の保護に当たるものとする。 

① 実施責任者 

  避難のための立ち退きの指示及び勧告等を発すべき権限のある者は、本章第７節「避難活

動」によるものとする。 
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② 警戒体制をとる場合の基準 

  ア．大雤警報が発令されている、または土砂災害危険度情報がﾚﾍﾞﾙ 1 となり今後も降雤が続

くことが予想されるとき。 

 イ．連続降雤などにより地盤がゆるみ、又は斜面に割れ目を発見したとき。 

 ウ．その他異常な現象を発見し、危険が予想されるとき。 

③ 避難所 

  避難所は本章第７節「避難活動」で定めるそれぞれの場所とする。 

 

４ 土砂災害防止法による緊急調査と土砂災害緊急情報 

  国土交通省中国地方整備局は、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流等に伴って、重大

な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において、また、県は、地すべりによる重大な土砂

災害の急迫した危険が認められる状況において、当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期

を明らかにするための調査を行い、市町村が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう土砂災

害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を提供するものとする。
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第 16節  公共施設等災害応急計画 

 

【基本方針】 

 災害によって被害を受けた公共施設の管理者は、住民生活の安定に重大な影響を及ぼす施設を

重点に速やかに応急復旧工事を実施し、二次災害の防止を図るとともに、応急対策の円滑な実施

に支障ないように努める。 

 なお、応急復旧終了後、被害の程度を十分検討し、必要な施設の新設又は改良等を行う。 

 

【実施内容】 

 １．防災上重要な拠点施設の応急復旧活動  

 防災上重要な拠点となる施設の管理者は、災害により施設に被害を受けた場合は被災状況を

速やかに調査し、応急復旧を図る。 

 

 ２．交通施設の応急復旧活動  

 災害により道路、橋梁等の交通施設に被害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次

により応急対策を実施し、交通の確保及び安全を図るものとする。 

① 道路、橋梁の危険個所の把握 

ア．危険個所の調査 

  道路、橋梁の危険個所の調査は、本章第２節に定める被害状況調査に併せて行い、迅速

かつ適確にその状況を把握するものとする。 

イ．発見者の報告及び啓蒙 

  道路、橋梁の危険個所を発見したものは、直ちに町長に報告するものとする。 

  発見者の報告についての啓蒙は、その都度防災行政無線等により一般の注意を促すもの

とする。 

ウ．県道等の危険個所の報告 

  県道等の危険個所を発見したときは、直ちに県央県土整備事務所に報告し、その応急対

策を要請するものとする。 

② 応急措置 

  道路及び橋梁が被災し、又は被災のおそれがあり危険な箇所が発生した場合においては、

次により応急措置を実施するものとする。 

ア．交通規制 

  交通安全と施設の保安が必要となったとき、又は災害時における交通の確保上必要があ

るときは、通行の禁止又は制限等の規制を行うものとする。 

  交通の規制を行うときは警察及び県と緊密な連絡を保って実施するものとする。 

イ．う回路線の確保 

  災害のため交通不能となった路線のうち重要なものについてはう回路線を確保し、これ

を規制標識に併せ明示し、一般の交通に支障のないよう措置するものとする。 

ウ．緊急修復 

  災害のため交通不能となった路線で、災害対象物資及び資材等の輸送上特に必要と認め

たときは、仮工事を行い緊急輸送の確保を図るものとする。 

エ．応援要請 

  路線の緊急修復を実施するに当たり、町内関係機関及び施設で早期に施行することがで

きない場合は、県に対し関係機関又は自衛隊の災害派遣等の措置を要請するものとする。 

 

 ３．治水施設等の応急復旧活動 

①  河 川 

  河川管理者は、災害により管理する施設に被害を受けた場合には、被害状況を速やかに調
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査し、二次災害防止のための応急復旧工事を実施する。 

②  砂防施設等 

   町及び県は、砂防施設等の損傷、山崩れ、がけ崩れ等の発生により、二次災害が発生する

おそれのある場合には、被害状況を速やかに調査し、崩落土砂の除去や仮設防護柵設置等の

応急工事を実施する。 

 

 ４．治山施設等の応急復旧活動 

 町及び県は、治山事業施工地又は計画地において山腹崩壊等により土砂が流出した場合は、

排土等による現状回復に努め、二次災害防止のための応急工事として編柵、土のう積み等を行

う。 

 

 ５．社会公共施設の応急復旧活動 

①  医療施設 

  町は、患者の生命保護を最重点におき、施設管理者に対し停電時又は給水不能時の措置、

患者の避難措置、重要器材の保管措置等を指導し、又災害時においては被害のない医療施設

等に連絡して人的物的応援を要請する。 

②  社会福祉施設等 

   町は被害状況を調査し、施設設置者に対し復旧計画の策定等を指導するとともに、県等と

連携をとりながら早期復旧に努める。 

 

 ６．その他公共、公益施設の応急復旧活動  

 その他住民生活に重要な影響を及ぼす公共、公益施設については、緊急度に応じて速やかに

応急復旧を図る。 

 

 ７．住民への広報活動 

 町及び公共施設の管理者は、公共施設の損傷等により二次災害が発生するおそれのある場合

等、必要に応じて住民に対し広報する。 
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第 17節  ライフライン施設等の応急復旧 

 

 電力、ＬＰガス、上・下水道の各ライフライン施設は、都市化の進展とともに高度化、複合化

されてきており、各施設の相互依存関係は強く､又、住民の依存度も高まっている。こうしたライ

フライン施設が被災した場合、町の機能に多大な被害を与え住民の生活にも深刻な影響を与える

おそれがある。 

 このため、ライフライン関係機関は、それぞれの災害発生時における活動体制を確立し相互に

連携を保ちながら、できるかぎり早急な応急対策、危険防止のための諸活動を迅速、適切に実施

する。 

 

 第 1．電力施設対策 

【基本方針】  

 災害復旧対策にとって必要不可欠な条件となっている電力を円滑に供給するため、災害発生後

は被害状況を早期かつ的確に把握し、要員及び資器材を確保し応急復旧を迅速に実施する。 

 

【実施内容】 

 １．予想される被害状況  

①  復旧方針 

  復旧に当たっては、電力確保に重要な電力施設の復旧を優先するとともに、需要者に対す

る復旧に当たっては、次の需要者の復旧を優先させる。 

ア．人命救助にかかわる医療機関 

イ．災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、上・下水道、交通、通信、報道など

の防災関係機関 

ウ．被災者収容施設（学校など避難所に指定された施設） 

  

 ２．復旧活動《中国電力㈱》  

①  非常災害対策本部の設置 

  災害が発生した場合には電力会社は非常体制を発令し、本店等に非常災害対策本部を設置

する。 

②  情報の早期収集と伝達 

   非常災害対策本部は、通信の確保を図り情報の収集と伝達を行う。 

ア．保安用社内専用電話、加入電話、移動無線等に加え、さらに衛星通信を使用した強化を

図る。 

イ．早期情報収集のため、ヘリコプターの自動出動の制度化及び収集した情報の早期伝達方

法を整備する。 

③  災害時における危険防止措置 

   災害時において危険があると認められるときは、直ちに当該範囲に対し送電遮断等の適切

な危険予防措置を講ずる。 

④  復旧方法 

ア．変電設備 

   変電所は重要度、被害状況等を勘案して早期復旧を図る。 

イ．送配電設備 

   被害を受けた線路の重要度、被害状況等を勘案し、保安上支障のない限り、仮設、移動

変圧器の利用、他ルートからの送電等で順次送電区域を拡大しながら早期復旧を図る。 

  ⑤  要員及び資機材等の確保 

   ア．要員の確保 

  発災後、復旧要員を確保するとともに、必要に応じて請負会社等及び他電力会社へ応援
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を依頼する。 

イ．資機材の確保 

   発災後、復旧資機材が不足する場合は、他電力会社へ融通を依頼する。 

 

 ３．広報サービス体制《中国電力㈱》 

①  需要家に対する広報サービス 

  施設の復旧状況、公衆感電事故防止ＰＲを主体とした広報ＰＲを広報車及びテレビ、ラジ

オ等の広報機関その他を通じてＰＲする。 

②  移動相談所の開設 

   被災地域における需要家の電気相談及び公衆感電事故防止を図るため、速やかに移動相談

所を開設する。 

③  防災関係機関との協調 

   地域復旧体制への協力と被害状況の把握のため防災関係機関へ要員を派遣し、連携の緊密

化を図る。 

 

第 2．ガス施設対策 

【基本方針】  

 大規模災害の発生時には、ガス導管を始めとして何らかの被災は免れない。このことを前提と

して、迅速にガスによる二次災害防止に全力を傾注する。 

 災害発生時には交通網が寸断されると考えられるのでルートの確保をしておく必要がある。 

 

【実施内容】 

 １．ＬＰガス対策 《ＬＰガス取扱所》 

   町及び県、エルピーガス協会は、ＬＰガス事業者に対し次のことを指導し、又は協力する体

制を確立する。 

① 被害状況の把握 

早急に正確な被害状況を把握するための体制を確立し、適切な緊急措置を講じる。 

② 二次災害の防止 

次のような二次災害の防止のための指示・指導を実施する体制を確立する。 

ア．危険箇所（損壊、焼失、流失家屋等）からの容器の撤収及び回収箇所の指示 

イ．洪水等による流出容器（町内外）の被害状況の確認の指示 

ウ．臨時的使用箇所（一般家庭、避難所等）で使用されるＬＰガスの安全使用と、使用済み

小型容器やカセットボンベの処理の指導 

③ ＬＰガス設備の総点検の実施と早期安全供給の開始 

一般家庭等のＬＰガス設備の安全総点検を実施し、点検終了施設・家庭から逐次供給を開

始できるよう、販売事業者、保安機関、容器検査所等の相互協力体制を確立する。 

特に避難所となる公共施設や福祉施設等の災害時要援護者の収容施設に対する点検等を最

優先に実施できる体制を確立する。 

  ④ 動員・応援体制 

ア．ＬＰガス販売事業者は、ＬＰガスの被害を知った時は、地域のエルピーガス協会支部長

（役員）に通報し、緊急措置を行う体制を整える。 

又、エルピーガス協会は災害対策本部を設置し、被害を受けた地域の支部長（役員）と

の連携を密にし、被害の尐ない地域の支部長に対する支援要請の連絡体制を確立する。 

イ．ＬＰガスの漏洩、火災、爆発その他異常現象を発見した場合は、直ちに、災害の発生又

は拡大の防止のための必要な応急の措置を講じるとともに、その旨を江津邑智消防組合、

川本警察署及び県等の関係行政機関に通報する体制を確立する。 

⑤ 電話相談窓口の開設（臨時）及び広報活動を実施 
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ア．一般家庭、避難場所等で応急的なＬＰガス使用が行われるので、これに対応するため消

費者からの苦情、相談等について電話相談窓口を開設し住民の利便に供する。 

イ．地域住民へ二次災害防止のための広報活動を行う体制を確立する。 

 

 第 3．上水道対策 

【基本方針】  

 災害による水道施設の被災により、水道の給水機能を継続できなくなった場合は、住民等が必

要とする最小限の飲料水を応急給水する必要がある。 

 断水が長時間にわたると住民生活に重大な影響を与えるので、被害施設を短時間に復旧するた

め、水源並びに配水施設の充分な機能を確保し、配水管幹線を最優先とし配水管、給水装置の順

に復旧を進め給水の再開に努める。なお、給水拠点までの各管路も最優先管路として復旧する。 

 又、この応急給水及び施設復旧は被災規模に応じた迅速な対応が行えるように支援体制を確立

する。 

 

【実施内容】 

 １．応急給水対策  

     本章・第 19 節 第１.「給水計画」に基づき応急給水を行う。 

 

 ２．応急復旧対策  

①  町は、住民の生活用水確保を目途に的確な被害の把握に基づき応急復旧計画を策定し、送

配水幹線、給水拠点までの流れを優先して復旧する。次いでその他の配水管、給水装置の順

で復旧し、配水調整によって段階的に断水区域を解消しながら速やかに正常給水に努める。 

②  被害が甚大な場合は、他の市町村、水道工事業者及び水道資器材の取扱業者等に応援を要

請する。 

③  応援復旧等の状況や見通しを広報し、住民へ周知する。 

 

 ３．資機材等の確保 

 応急復旧等に必要な資機材等は可能な限り備蓄するとともに、関連事業者等との調達体制の

確立に努める。 

 

 第 4．下水道対策 

【基本方針】  

 災害が発生した場合、町は直ちに下水道施設の被害状況の調査、施設の点検を行い、緊急措置

及び応急復旧を図り生活環境の不衛生化と水環境の悪化の防止に努める。 

 

【実施内容】 

 １．災害状況の調査及び点検  

 災害発生後、速やかに被害状況の調査及び点検を二次災害のおそれのある施設等緊急度の高

い施設から、順次重点的に実施する。 

 

 ２．応急復旧計画の策定  

 被害状況の調査及び点検資料等に基づき、応急復旧計画を遅滞なく策定する。 

 なお、策定に当たっては、以下の点を考慮する。 

①  応急復旧の緊急度    

②  応急復旧工法 

③  応急復旧資材及び作業員の確保   

④  設計及び監督技術者の確保 
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⑤  復旧財源措置等 

 

 ３．二次災害防止の緊急措置 

     施設の災害による二次災害を防止するため、遅滞なく適切な措置を講じなければならない。 

①  管路施設 

  管路の損傷等による路面の陥没、マンホールの浮き上がり等による道路交通の支障、及び

マンホール等からの汚染の溢水に対する措置 

②  処理場・ポンプ場施設 

   ア．ポンプ設備の機能停止に対する措置 

   イ．停電、断水及び自動制御装置停止に対する措置 

   ウ．池及びタンクからの溢水及び漏水に対する措置 

   エ．燃料、薬品等危険物の漏洩に対する措置 

 

 第 5．通信施設対策 

【基本方針】  

 ＮＴＴ西日本は、緊急に必要な災害対策機器等、災害救助活動に直接関係する重要通信の確保

及び通信の途絶の解消に留意し、速やかに応急復旧を行う。 

 

【実施内容】 

 １．公衆通信応急復旧対策《ＮＴＴ西日本》  

①  回線の被災には、可搬型無線機及び応急用ケーブル等を使用し応急復旧を図る。なお、可

搬型無線機の使用については、電波干渉を考慮し総合的判断により設置する。 

②  交換機被災局には、手動交換台あるいは非常用移動電話局装置（ＫＳＩ）を使用し応急復

旧を図る。 

③  電力設備被災局には、移動電源車あるいは大容量可搬型電源装置を使用し復旧を図る。  

④  幹線伝送路の被災については、マイクロ波可搬無線装置による復旧を図る。 

 

 ２．専用通信の確保  

 災害の発生により、公衆通信が途絶した場合の最も有力な手段は、無線を用いた専用通信で

ある。 

 町、県警察、消防機関、電力、ガス会社等の防災関係機関の情報連絡網として極めて重要な

役割をもっているので、適切な応急措置が要求される。各機関においては、あらかじめ具体的

な応急対策計画を作成しておく必要があるが、中でも次のような点に格別留意して有効な対応

が図られるようにすべきである。 

①  要員の確保 

  専用通信施設の点検、応急復旧に必要な要員の確保を図る。 

②  応急用資材の確保 

  非常用電源(自家発電用施設・電池等)､移動無線、可搬型無線機等の仮回線資器材等､応急

用資器材の確保充実を図ると同時に、これらの点検整備を行っていくことが必要である｡ 

  又、災害時においては復旧資材の供給確保を円滑に行うためのシステムの構築を図る。 

③  訓練の実施 

   各機関は、定期的又は随時に通信訓練を実施し、災害時に備えるよう努力する。 
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第 18節 要配慮者の安全確保 

  

【基本方針】  

 要配慮者は、災害発生時に自力による危険回避活動や避難行動に困難を伴うことが多いため、

災害発生時には被害を受ける場合が多い。このため、発災直後の避難誘導から、その後の応急復

旧に至るまで、その個々の状態やニーズに配慮して、安全確保を第一とする対策を積極的に推進

する。 

 又、要配慮者に対する救援救助活動の実施に当たっては多くの人手が必要となるので、町は地

域住民、民生委員やボランティア等との協力体制を確保する必要がある。 

 

【実施内容】  

 １．社会福祉施設入所者等の安全確認 

① 施設職員の確保 

  施設管理者は、あらかじめ整備した緊急連絡網を活用し、職員の動員・参集を迅速に行っ

て緊急体制を確保する。 

② 避難誘導の実施 

  施設管理者は、施設の防災計画に基づき、入所者の救助及び避難誘導を迅速に実施する。  

  町は、施設入所者の救助及び避難誘導を援助するため、他の社会福祉施設、自主防災組織、

ボランティア関係団体等に協力を要請する。 

③ 被害状況の報告 

  施設管理者は、町へ被害状況の報告を速やかに行う。 

④ 受入先の確保及び移送 

  町は、要配慮者の個々の状態やニーズに応じた医療施設及び社会福祉施設等の受入先を確

保し、施設入所者の移送を援助する。 

⑤ 生活救援物資の供給 

  施設管理者は、食糧、水、燃料等生活必需品等の備蓄物質を入所者に配布するとともに、

不足が生ずる場合には、県及び町に協力を要請する。 

  町は、備蓄物質の放出及び調達により、施設入所者への生活救援物資の供給を行う。 

⑥ ライフライン優先復旧 

  町は、社会福祉施設の早期の機能回復を図るため、ライフライン事業者に対して電気、ガ

ス、水道等の優先復旧を要請する。 

⑦ 巡回サービスの実施 

  町は、自主防災組織、ボランティア関係団体等の協力を得ながら巡回班を編成し、被災し

た施設入所者や他の施設等に避難した入所者のニーズや状況を把握し援助を行う。 

⑧ 仮設住宅 

  町は、入所者の選定に当たり、原則として要配慮者を優先的に入居させるものとする。 

⑨ 保育所等については、児童の安全を確保した後は、保護者等へ連絡し、引き渡し場所の安全確

認を行った上で児童を引き渡す。 

 ２．要配慮者の安全確保 

① 安否確認の実施 

  町は、職員による調査班を編成し、各居宅に取り残された要配慮者の安否確認を実施する。 

  その際、あらかじめ作成した在宅の要配慮者のリスト等を活用し、民生委員、自主防災組

織等の協力を得て行う。 

② 救助活動の実施 

  町は、自主防災組織等の協力を得ながら在宅の要配慮者の救助を行う。 

③ 受入先の確保及び移送 

  町は、要配慮者の受入先として医療施設、社会福祉施設等を確保するとともに、福祉避難
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所の開設や、被災地以外の地域にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所

として借り上げる等、多様な避難場所の確保に努める。 

④ 生活救援物資の供給 

  町は、要配慮者の被災状況を把握し、要配慮者向けの食糧、水、食料等生活必需品等の備

蓄物質の調達及び供給を行う。 

⑤ 情報提供 

  町は、在宅や避難所等にいる要配慮者に対し手話通訳者の派遣、音声情報の提供等を行う

他、ファクシミリや文字放送テレビ等の情報を随時提供していく。 

⑥ 相談窓口の開設 

  町は、避難所等に相談窓口を開設する。各相談窓口には、職員、福祉関係者等を配置し、

総合的な相談に応じる。 

⑦ 巡回サービスの実施 

  町は、職員、保健師等によりチームを編成し、在宅、避難所、仮設住宅等で生活する要配

慮者のニーズを把握し、介護、メンタルケア等の巡回サービスを実施する。 

⑧ 災害を契機に要配慮者となった者に対する対策 

（１）町が実施する要配慮者対策 

災害発生時には、平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害を契機に

新たに要配慮者となる者が発生することから、これら要配慮者に対し、時間の経過に沿っ

て、各段階におけるニーズに合わせ、的確なサービスの提供等を行っていくことが重要で

ある。 

このため、町は以下の点に留意しながら要配慮者対策を実施する。 

ア 町において把握している平常時から福祉サービスの提供を受けている者に加え、災害

を契機に要配慮者となった者に対する対策については、当該要配慮者の同意を得て、状

況に応じて以下の措置を取る。 

・地域住民等と協力して避難所へ移送する。 

・必要に応じ社会福祉施設等への緊急入所を行う。 

・居宅における生活が可能な場合にあっては、在宅福祉ニーズの把握を行う。 

イ 要配慮者に対するホームヘルパー・手話通訳者等の派遣、補装具の提供等の福祉サー

ビスの提供を発災後１週間を目処に組織的・継続的に開始できるようにする。そのため、

発災後２～３日目から、すべての避難所を対象として要配慮者の把握調査を開始する。 

⑨ 児童・ひとり親家庭等に係る対策 

１ 要保護児童の援護 

（１） 町の要保護児童の把握等 

町は、次の方法等により、被災による孤児、遺児等の要保護児童の発見、把握及び援護

を行う。 

ア 避難所において、児童福祉施設から避難してきた児童、保護者の疾患等により発生す

る要保護児童の実態を把握し、避難所の責任者等を通じ、市町村に対し通報がなされる

ような体制を確立する。 

イ 住民基本台帳や住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、

その実態把握を行う。 

ウ 町は、避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族等に

提供する。 

（２） 県の要保護児童の援護等 

県は、孤児、遺児等保護を必要とする児童を把握した場合には、親族による養育の可能

性を探るとともに、児童福祉施設や里親への委託等の保護を行う。 

また、孤児、遺児の養育あるいは社会的自立を支援するため、実情に応じて母子福祉資

金の貸付、児童扶養手当の支給、社会保険事務所における遺族年金の支給等の手続きを迅
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速に行う。 

２ 児童の保護等のための情報伝達 

町は、被災者に対し、掲示板、広報紙等の活用、報道機関の協力、インターネットの活用

により、要保護児童を発見した際の保護及び市町村や児童相談所等に対する通報への協力を

呼びかけるとともに、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設の被災状況及び復

旧状況等について的確な情報提供を行う。 

３ ひとり親家庭等の支援 

（１）町が実施する対策 

町は、被災した母子家庭、寡婦、父子家庭の迅速な把握を行い、生活必需品やサービス

の情報や利用可能な施設等の情報の提供を行う。 

また、養育する児童のための手当の給付に関する情報の提供に努める。 

（２）県の支援活動 

県は、町から情報収集するとともに、母子福祉団体と連携し情報収集や情報伝達に努め、

被災した母子家庭、寡婦、父子家庭の悩みや要望の把握を行い、必要な施策を実施する。 

特に、母子家庭と寡婦に対しては、母子寡婦福祉資金の貸付、母子家庭、父子家庭及び

父母のない児童を養育する者に対しては、児童扶養手当の支給、また、中学生までの児童

を養育する者に対しては、児童手当の支給等の手続きを迅速に行う。 

また、母子家庭、寡婦、父子家庭に対する日常生活支援事業の利用を促す。 

⑩ 観光客及び外国人に係る対策 

１ 観光客の安全確保 

旅館・ホテル等の観光施設管理者は、災害時には的確に観光客の避難誘導を行い、安全確

保に努める。 

また、県及び市町村（消防本部を含む）は、道路損壊等により孤立した観光客等の救出、

移送活動について、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に行う。 

２ 外国人の安全確保 

（１）外国人への情報提供 

県及び町は、ライフライン等の復旧状況、食料・飲料水・燃料等生活必需品の配布、避

難所、医療、ごみ、入浴等の生活や災害に関連する情報を英語等の多言語による携帯メー

ルマガジン、パンフレット等により、外国人への情報提供を行う。 

（２）相談窓口の開設 

県及び町は、外国人を対象とした相談窓口を設け、安否確認や生活相談等を行う。この

場合、(公財)しまね国際センター等を介して通訳ボランティアの配置に努める。 
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 第 19節  食糧、飲料水及び生活必需品等の供給 

 

 災害時においては、多数の住民が瞬時にして住家を失い、あるいは火災等の切迫した状況にあ

って、精神的に不安な状態にあることが予想される。こうした状況に対し、被災住民を一刻も早

く安全な場所に保護し、応急的な救助を行うとともに民心の安定のため迅速かつ適切な広報活動

や、生活維持のための最小限欠くことができない飲料水・食糧・生活必需品の給与対策が重要で

ある。また、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得

た物資の調達に留意し、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実

状を考慮する。 

この他、在宅での避難者、応急仮設住宅として供される賃貸住宅への避難者、所在が把握でき

る広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努めるものとする。 

  なお、災害時要援護者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

 

 第 1．給水計画 

【基本方針】  

 災害により水道、飲用井戸等の給水施設が破壊され、又は飲料水が汚染されたため飲料水を得

ることができない者に対し、町は飲料水の確保及び供給に努める。 

 また、災害救助法が適用された場合「飲料水の供給」については、町長は県知事の委任を受け、

災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．応急給水、応急復旧体制の確立 

 町長又は水道事業者は、災害時に備えて浄水場、幹線管路等基幹施設、老朽管路の更新、バ

ックアップ機能の強化等水道施設の耐災害性向上に努めるとともに、緊急時の給水を確保する

ため配水池の増強や緊急貯水槽の整備等水道システム全体としての安定性の向上に努める。 

 

 ２．実施責任者  

      災害により次の事態が発生した場合､それぞれ次に定める者が供給の責務を有する。 

    ◇ 実施責任者 

         給水を必要とする場合   実施責任者          法  令  名 

   災害により現に飲料水を得ることができ 

 ない場合 

 町長  災害救助法第 23条 

   知事が飲料水等の家庭用水の使用禁止を 

 命じた場合で、その期間の供給を知事が指 

 示したとき 

 町長 感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する

法 

   災害時に緊急に水道用水を補給すること 

 が公共の利益を保護するため必要と知事が 

 認め、命令を発した場合 

 水道事業者 

 又は水道用水 

 供給事業者 

 水道法 

 (昭和 32年法律第 177号) 

 第 40条 

 

  ３．担当責任者 

  飲料水の供給実施の担当責任者は、水道部長（水道課長）が当たり、実施に当たっては総務

部長（危機管理課長）と連絡協議し、消防機関等の応援協力を得て実施するものとする。 

 救助法適用の場合は、知事の補助機関としてその事務又は業務を分担実施するものとする。 

 

  ４．給水実施責任者及び協力者 

  給水実施するときは、その実施責任者を置き、その責任分担を明らかにし地域毎の実施担当

者については、災害の状況により、その都度町職員のうちから指名するものとする。 

 実施に当たっては、町地域の水道工事業者、簡易水道の管理人、自家水道等の所有者の積極



 風水害等対策－170  

的な協力を求めるものとする。 

 

 ５．非常用水源の確保  

      非常用水源として、次のものを利用して飲料水の確保を図り給水を行う。 

    ① 最寄利用可能水道水源の利用 

        最寄水道水源あるいは最寄水道施設から路上配管等により応急給水する。 

    ② 受水槽の利用 

        公共施設等の受水槽を利用して給水する。 

③ 河川等の利用 

    比較的汚染の尐ない河川水を利用し、ろ水機等でろ過して応急給水する。なお、水源とし

て利用する場合は、あらかじめ公的機関による水質検査を受ける。 

④ 遊休井戸の利用 

   災害により井戸の崩壊、水脈変化による水質、水量の変化等の可能性もあるので特に十分

留意してから使用する。 

 

  ６．実施内容 

      給水活動を迅速にかつ円滑に実施するため、次の措置を講ずる。 

    ① 浄水場、配水場、避難所等で拠点給水を実施する。 

    ② 給水車、トラック等による応急給水を実施する。 

    ③ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び消毒等を実施する。 

    ④ 給水用資機材の調達を行う。 

      ア．給水車  イ．ポリエチレン容器   ウ．ろ水機等の資機材 

    ⑤ 水道工事業者等の協力を得て、応急仮配管の敷設、共用栓の設置等を行う。 

⑥ 町のみでは、飲料水の確保、給水活動（応急復旧を含む。）が困難なときは、隣接市町村又

は県に応援を要請する。 

    ⑦ 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、煮沸飲用及び水質検査を指導する。 

    ⑧ 応急給水場所や給水時間、通水状況、通水の見通し等を広報し、住民への周知を図る。 

    ⑨ 応急給水量は、1 人 1 日 20 リットルを目安とするが、被災直後は、生命維持のための量で

ある 1 人 1 日 3 リットルとするなど、状況に応じ給水量を増減する。 

  ⑩ 災害時の応急給水活動は、広範囲にわたる場合があり、迅速に要員を確保する。また、自

力で給水を受けることが困難な災害時要援護者を支援するため、ボランティアとの連携を可

能な限り図る。 

 第 2．食糧供給計画 

【基本方針】  

  町は、災害発生時における被災者に対し食糧の応急確保に努め、食糧の供給又は給食を行う。 

 また、災害に備え緊急用食糧の備蓄に努める。 

 なお、災害救助法が適用された場合「炊出しその他による食品の供与」については、町長は県

知事の委任を受け、災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．実施責任者及び実施内容 

① 町長は、災害時に備えて食糧供給計画を作成し、これにより食糧の確保及び供給並びに給

食を実施する。 

② 町長は、必要な食糧を確保できない場合は知事に応援を要請する。 

 

  ２．配給対象者及び期間  

① 避難所に入所した者。 
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② 住家の被害が全壊、半壊、床上浸水等であって炊事のできない者。 

③ 水道、電気、ガス等の供給がなく、炊事のできない者(医療機関や社会福祉施設等への入院

や入所している者も含む。）｡ 

④ 旅館やホテルの宿泊人及び前記②、③の住家への宿泊人、来訪者。 

⑤ 食糧供給を行う期間は、町の裁量により決定する。また、災害救助法が適用された場合の

期間は、災害の発生した日から７日以内とし、特に必要がある場合は期間の延長を行う。 

 

 ３．給与の内容 

  ① 種 別  

   ア．炊出し（乳幼児のミルクを含む） 

   イ．食品給与 

  ② 供給品目  

       供給品目は、米穀、弁当、パン、缶詰、インスタント食品、調整粉乳等とする。 

 

  ４．給食計画 

① 平素より住民に対し、避難の際２食分程度の食糧と水を携行するよう周知徹底を図り、救

助に至るまでの応急食糧とする。 

② 応急処置として、備蓄食糧を供給し、給与期間、被災者の実態等の状況に応じて生パン、

米飯等の供給を行う。 

③ 炊出しによる食糧の供給は、原則として包装食によることとし、なるべく保存性のある副

食物を添える。 

④ 炊出しは公民館や公共施設等を利用し、福祉部の職員が立会い指揮することとするが、適

当な場所がないとき又は困難なときは、給食業者に依頼して実施する。 

⑤ 野外の炊飯に備えて、移動炊飯器を整備する。 

 

 ５．調達体制  

① 町は、災害時において町が実施する被災者に対する炊出しその他による食糧・生活必需品

を給与するための調達を行う。 

② 町長は、災害救助法適用後、食糧・生活必需品の給与の必要が生じたとき、直ちに知事に

対して応援を要請する。 

 

 ６．供給方法  

① 被災者に対する食糧・生活必需品の供給は、町が開設する避難所等において、避難所ごと

に、集落等のうちからその規模に応じて複数の責任者を定めて行う。 

② 食糧・生活必需品の供給は、主として住居の制約を受けた者、帰宅が困難な者とするが、

高齢者、乳幼児、児童及び身体障害者へ優先的に供給する。 

 

  ７．炊出し 

 避難所に収容したり災者、災害地における救助、緊急復旧作業に従事する者等の給食は、次

により炊出しを行うものとする。 

  ①  炊出しの対象者 

      ア．避難所に収容された者 

      イ．住家の被害が全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水等であって炊事ができない者 

      ウ．旅行者、一般家庭の来訪者で食糧品の持ち合わせがなく調達できない者 

      エ．被害を受け一部縁故先に避難する者で食糧品を喪失、又は持ち合わせがない者 

      オ．災害地において、救助、応急復旧作業等に従事する者で給食を要する場合 

②  炊出し責任者 
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  炊出し給食を行うときは、福祉部の職員が責任者となり、炊出しに必要な原材料の調達管

理、食糧の衛生管理に当たるものとする。 

③ 炊出しの方法 

ア．炊出しの場所及び輸送 

  炊出しの場所は、公民館や公共施設において行うものとする。特に炊出し又はこれの運

搬等に当たっては、食品の衛生に充分留意するものとする。 

イ．協力団体 

  炊出しの実施は、婦人会員等の労力奉仕により行うものとする。 

   ウ．炊出し物資の確保 

  炊出し物資の確保については、応急配給による主食糧の確保のほか、副食、調味料、燃

料その他炊出しに必要な物資等は、町内の関係機関、生産者、販売業者等の協力を要請し

優先提供により確保するものとする。 

  災害の状況等により町地域内で確保することができないときは、隣接市町村又は県に確

保又はこれの輸送あるいは斡旋を要請するものとする。 

 

 ８．輸送体制 

① 食糧・生活必需品の輸送は、要請を受けた関係機関等が町と連絡を密にし輸送を行う。 

    なお、被災地の行政機能が混乱・低下していることから要請を受けた関係機関は、担当者

を明確にし、その担当者は、要請物資が完全に被災地の担当者に渡るまで責任を持って輸送

する。 

② 道路の損壊等により輸送困難な場合や交通手段がなく孤立している避難所には、ヘリコプ

ターによる輸送を行う。 

 

 ９．連絡体制 

   町は、調達計画の段階から食糧等、関係調達機関での連絡体制を確立しておく。 

  

 第 3．生活必需品等供給計画 

【基本方針】  

 町は、被災者に対し衣服、寝具その他生活必需品（以下「生活必需品等」という。）を円滑に供

給するため、平素から物資の備蓄に努めるとともに、地域内の卸売業者、大規模小売店等におけ

る生活必需品等の放出可能量の把握、確認に努め災害時において速やかに調達できるよう体制の

確立に努める。 

 また、県の協力のもと、被災者に対し生活必需品等を給与又は貸与し、被災者の応急救助を行

う。 

 なお、災害救助法が適用された場合「被服・寝具・その他生活必需品の供与又は貸与」につい

ては、町長は県知事の委任を受け、災害救助法を運用し実施する。 

【実施内容】 

  １．実施責任者  

  災害救助法が適用された場合、町長は知事の補助執行者として生活必需品等を被災者に給与

又は貸与する。 

  なお、同法第 30 条の規定により知事が町長に、生活必需品等の給与又は貸与の権限を委任し

たときは、町長が実施責任者となり実施する。 

  

 ２．担当責任者 

 衣料品等生活必需品物資の供給実施の担当責任者は、総務部長（危機管理課長）がこれに当

たるものとする。 
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  ３．給与又は貸与の対象者 

①  住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）及び床上浸水した者 

②  衣服、寝具、その他日常生活に欠くことのできない必需物資を喪失した者 

③  物資販売機構の混乱等により資力の有無にかかわらず家財を直ちに入手することができな

い状態にある者 

 

  ４．給与又は貸与の方法 

①  配分計画の樹立 

  衣料品等物資の給与又は貸与を要する事態が生じた場合は、速やかにり災者の被災の程度、

世帯構成、その他必要な事項を調査して県に報告するとともに、世帯別に物資配給計画を立

てなければならない。 

ア．平素より住民に対し、避難の際必要最小限の身回品を携行するよう周知徹底を図り、救

助に至るまでの応急処置とする。 

イ．配分については被災地の集落等と協議し配分することとし、調達物資で配分先の決定し

ているものについては、業者より現地へ直送する方法を考慮する。 

ウ．救助又は義援物資等についてもこれに準じて配分する。 

エ．配給については、緊急必需度の高い受給地域から迅速かつ適正に実施する。 

  ② 品 目 

   ア．寝  具 ： 就寝に必要な最小限度の毛布及び布団  

   イ．外  衣 ： 普通着の作業衣、婦人服、子供服等    

   ウ．肌  着 ： シャツ、ズボン、パンツ等 

   エ．身 回 品      ： タオル、靴等 

   オ．炊事用具 ： 鍋、釜、包丁、コンロ、バケツ等 

   カ．食  器 ： 茶わん、汁わん、皿、はし等 

   キ．日 用 品     ： 石けん、ちり紙、歯ブラシ、歯磨粉等 

   ク．光熱材料 ： マッチ、ローソク、薪、木炭、プロパンガス等 

     以上列記した８種類を原則とする。 

③  物資の調達 

    知事から現地調達の指示があった場合、又は緊急給与、貸与を要する場合は、町地域内の

関係機関、販売業者、所有者の協力を求め、優先提供、借上等により必要物資の確保を図る

ものとする。 

④  物資の給与又は貸与の支給責任者及び協力者 

    物資の給与又は貸与を行うときは、支給責任者及び補助者を定め、物資の調達、輸送、保

管を行い迅速適確な配分を行うものとする。 

    物資の給与又は貸与実施に当たっては、商工会、ＪＡ等の関係機関の積極的な協力を求め

るものとする。 

⑤  物資の保管 

    物資の引継を受け又は購入してから配分するまでの間は厳重な保管に留意し、保管場所の

選定、警備等十分な配意をするものとする。 

    なお、り災者に対しては物資を支給した後の残余物資については、厳重に保管し、県本部

の指示によって処置するものとする。 

⑥  物資の調達先 

    物資の調達先は、町内店舗から調達するものとする。 

⑦  義援金品の保管及び配分 

    義援金品の保管は、会計課長が行うものとし、り災者の被害程度、世帯構成等実態調査を

基礎とし、配分計画を立て適正な配分を行うものとする。 
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第 20節  災害ボランティアの受入れ、支援 

 

【基本方針】  

  災害時における町内外からのボランティアの受入体制を確保し、各災害応急対策責任者が効果

的にボランティアの支援を受けられるよう総合調整を行うとともに、ボランティア活動が円滑に

実施できるよう努める。受入れ体制及び支援体制とも町が主体となり、町社会福祉協議会との協

力体制のもと実施する。 

 

【実施内容】 

 １．災害ボランティアニーズの把握 

町、県、日本赤十字社島根県支部等ボランティア関係団体、機関は連携し、被災地のボランティ

ア派遣の要望の把握に努める。 

この際、県内外のボランティア団体と密接に情報交換を行うとともに、報道機関を通じて求

められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情報提供を行う。 

 

 ２．災害ボランティアの受付、登録、派遣・撤収 

 町は、町社会福祉協議会の協力のもと、災害ボランティアセンターを立上げ、また、日赤島根県

支部等の支援を受け、災害ボランティア活動希望者の受付、登録、調整、派遣・撤収等を実施する。 

  ① ボランティアの受付 

災害発生時におけるボランティア申出者を受付け、各ボランティアの活動内容、活動可  

能日数、資格、活動地域等を把握する。 

② 個人ボランティアのグループ化等の活動体制の整備 

個人的なボランティア申出者については、ボランティア団体等が中心となってグループ化

を図るなど、活動が機能的に行われるよう体制を整備する。 

③ ボランティアに対する情報提供 

   被災地や救援活動の状況等の情報をボランティアに対して的確に提供する｡ 

④ ボランティアの募集 

   ボランティアの需要に対して不足すると考えられる場合、ボランティア活動の必要な状況

を広報しボランティアの募集を行う。 

 

３．被災地における災害ボランティア支援体制の確立 

 町、ボランティア関係団体、機関は連携し、受入れ体制の整備など災害ボランティア支援体制の

確立に努める。この場合、ボランティア関係機関は、災害ボランティアの受入れ体制についての連

絡調整や支援等に努める。 

① 現地における対応 

  町はボランティア関係団体、機関と連携し、庁舎、公民館、学校などの一部を提供するな

ど、災害ボランティア活動の第一線の拠点となる現地の体制を整える。被災者ニーズの把握、

具体的活動内容の指示、活動に必要な事務用品や各種資機材等は可能な限り貸し出し、活動

支援を行う。本部を設置した場合は、本部と災害ボランティアの連携が密接に行えるよう配

慮する。 

② 被災地周辺における対応 

  被災規模が大きい場合には、被災地の周辺で通信・交通アクセスが良いなど、適切な地域

のボランティア関係団体、機関は、災害ボランティアの登録、派遣等のコーディネート、物

資の調達等を行い現地を支援する。 

  なお、ボランティア関係団体、機関は可能な範囲で被災市町村の協力等に努めるものとす

る。 
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 ４．海外からの支援活動の受入れ 

 海外からの支援活動は国が受入れを決定し、国の受入れ計画に基づいて県が受入れるものとし、

町はこれに協力する。 

 

５．留意点 

   災害ボランティアセンターの設置基準、設置時期、運営マニュアルの作成など活動体制の確

立を図る。また、女性ボランティアの受け入れにも配慮する。
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 第 21節  文教対策 

  

【基本方針】  

 町は、災害時において児童、生徒（以下「児童等」という。）の安全を確保し、児童等の不安感

の解消に努めるとともに、学校教育の万全を期するため、教育施設、教材等を早期に確保し、応

急教育の円滑な実施を図る。 

 また、学校や公民館等社会教育施設が被災者の避難所として使用されることとなった場合、そ

の使用に支障のないよう適切な運営に努める。 

 また、災害救助法が適用された場合「学用品の給与」については、町長が県知事の委任を受け、

災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

  １．実施責任者 

  文教対策実施については、それぞれの職務権限に従い実施するものとするが、その実施内容

は概ね次のとおりである。 

    ①  町    長 

        文教対策に必要な予算の構成及び執行並びに学用品等の支給を行う。 

    ②  教育委員会 

        休校措置、学校施設の確保、学用品の調達及び支給の協力等、文教対策諸般の実施を行う。 

    ③  各校長 

    児童等の安全保護、応急教育の実施、その他校内災害対策の実施及び学用品等の調達及び

支給の協力を行う。 

 

 ２．学校の事前措置 

  ①  応急教育計画の策定 

ア．校長は学校の立地条件等を考慮し、常に災害の応急教育計画を樹立するとともに、指導

の方法等につき明確な計画をたてておく。 

イ．教職員は、常に気象状況等に注意し、災害発生のおそれがある場合は校長と協力し、応

急教育体制に備えて次の事項を守らなければならない。 

ａ．学校行事、会議、出張等を中止する。 

ｂ．児童等の避難訓練、災害時の事前指導事後処理等につき、保護者との連絡方法を検討

する。 

ｃ．災害時における登下校対策等の措置を講じておく。 

ｄ．町教育委員会、警察署、消防機関、保護者への確認を行う。 

ｅ．勤務時間外においては、校長は所属職員の所在や、非常招集の方法を確認し、非常招

集の方法を定め、職員に周知しておく。 

②  防災訓練の実施 

  災害に備え、日頃から初期消火、避難等の訓練を実施する。 

 

  ３．応急教育対策 

 災害が発生し又は発生のおそれがある場合その他必要と認めたときは、次により教育の応急

対策を実施し、児童生徒の生命の安全と授業の確保を期するものとする。 

① 休校措置 

  災害のため休校の措置を必要とするときは、教育委員会は校長と相互に連絡して実施する

ものとし、休校を実施した場合は、速やかに町長に報告するものとする。 

  緊急を要する場合又は連絡不能の場合には、校長による休校の措置をとった後、可及的速

やかに教育委員会に報告するものとする。 
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ア．授業開始後の措置 

  災害が終止し、危険がなくなったときは、避難所に収容すべき者を除き、できるだけ速

やかに保護者に引き渡すものとする。特に、必要がある場合は、地区別に教職員が児童等

を保護誘導し、保護者のもとに送り届けるものとする。 

イ．登校前の措置 

  登校前において休校を決定したときは、電話による通報等により周知徹底を図り、混乱

を防止するものとする。電話が不通の場合は、連絡員等適当な方法をもって各家庭に連絡

するものとする。 

ウ．校外活動の場合の措置 

  児童等の人数を速やかに確認するとともに、安全が確保できる場所への避難を行う。そ

れとともに、学校との連絡をとり状況を報告し指示をあおぐ。 

② 学校施設の確保 

  被災のため学校施設の全部又は一部が使用できない場合には、次により授業の緊急確保を

図るものとする。応急教育実施場所が町内で得られない場合は、町教育委員会は県教育委員

会に確保、斡旋を要請する。 

ア．同一校内のり災を免れた他の施設を利用する。 

イ．町内の他の学校の施設を利用する。 

ウ．最寄りの公民館、神社、寺院等を利用する。 

エ．天幕、バラック等により仮設施設を設置する。 

オ．晴天の場合は、屋外広場を利用する。 

③ 応急教育の実施方法 

   応急教育は、被害の実情に即した方法により実施する。 

ア．児童等、保護者、教職員及び学校施設・設備・通学路の状況を把握する。 

イ．教職員を動員し、授業再開に努める。なお、被害の状況により必要があるときは、他市

町村又は地域住民等の協力を求める。 

ウ．学校施設及び設備の応急復旧状況を把握し、必要に応じて速やかに応急教育計画の修正

を図り、応急教育計画の開始時期及び方法を確実に児童生徒及び保護者に連絡する。 

エ．児童等を学校へ一度に受入れることができない場合は、二部授業又は地域の公共施設を

利用した分散授業の実施に努める。 

オ．応急教育の実施に当たって、施設の確保ができない場合は、仮校舎等の建築も検討する。 

カ．児童等の登下校時における安全の確保に努める。 

    ④  学用品の調達及び支給 

    住家に被害を受けた児童生徒に対する学用品の支給は、次により実施するものとする。 

   ア．支給対象者 

ａ．住家に被害を受けた小学校、中学校の児童等であること。 

ｂ．住家の被害の程度は、全壊（焼）、流失、半壊（焼）、床上浸水であること。住家以外

の被害は対象としない。 

ｃ．学用品がなく、就学に支障を生じているものであること。 

イ．支給方法 

    学用品の支給は町が実施する。実施担当者は教育委員会とし、校長と連絡しその協力の

もとに実施するものとする。 

ａ．支給対象者の調査 

   災害のため学用品の支給を必要とする場合には、給与の対象となる小学校児童及び中

学校生徒をり災者名簿から被害別、学年別に正確な人員を調査確認するものとする。 

ｂ．教科書の確保 

   学用品のうち、まず教科書を確保することとし、教育委員会は学校と連絡し、学年別、

学科別、発行所別に調査して必要な部数を調達するものとする。 
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      ウ．支給品目 

ａ．教科書及び教材  教科書、準教科書に用いるテキスト等 

ｂ．文     具 ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具画筆、画用紙、下敷

き、定規等の類 

ｃ．通  学  用  品 運動靴、傘、鞄、ふろしき、ゴム靴等の類 

      エ．支給の期間 

    支給期間については、町の裁量で決定するものとする。災害救助法が適用された場合は、

法の運用期間のとおりとする。 

⑤ 健康管理 

  災害時における職員及び児童、生徒の健康管理は、特に意を用い感染症予防の立場から必

要に応じ、次の事項を実施し万全を期するものとする。 

    特に、り災した職員及び児童、生徒に対しては、これらの措置を頻繁に行い、その健康管

理に留意するものとする。 

ア．健康診断    イ．検便 

ウ．消毒薬液の配置   エ．給食の衛生管理の徹底 

  又、心身の健康状態の把握や心の健康相談活動などを行い、心的外傷後ストレス障害等に

対しても、スクールカウンセラーを派遣するなど、町教育委員会と連携を図り適切な対応を

行う。 

⑥  教職員の確保 

  被災した教職員が多いため、正常な授業や校務運営の実施が困難な場合、応急教育の実施

責任者は、県教育委員会に状況を報告し教職員の確保を要請する。 

⑦  給 食 

ア．給食用物資に被害を受けた場合、町教育委員会は、その状況を県教育委員会に報告し、

応急給食が必要と認めるときは協議の上実施する。 

イ．避難場所として使用される学校において、その給食施設が被災者炊出し用に利用される

ことになる場合は、学校給食と被災者炊出しとの調整に留意する。 

ウ．被災地においては、感染症発生のおそれが多いので保健衛生について特に留意する。 

⑧ 転学手続等 

被災に伴う疎開等により児童等が転学を希望する場合には、所管の教育委員会とも連絡の

上、手続は必要最小限のものとなるよう留意する。 

 ４．学校が避難所となる場合の対策  

①  町教育委員会は、避難所に供する施設・設備の安全を確認したうえ、町長に対しその利用

について必要な情報を提供する。 

   又、避難所として必要な人員を確保し、施設・設備の保全に努め有効かつ的確な利用に万

全を期する。 

   さらに、学校が有する情報伝達機能を有効に活用し的確な情報提供に努める。 

②  町教育委員会は、避難生活が長期化する場合には、応急教育活動と避難者への支援活動と

の調整について町と必要な協議を行う。 

 

 ５．社会教育施設が避難所となる場合の対策  

①  公民館等社会教育施設の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確認したうえ、町

長に対しその利用について必要な情報を提供する。 

   さらに、避難所として必要な職員を確保し、施設・設備の保全に努め有効かつ的確な利用

に万全を期する。 

②  公民館等社会教育施設の管理者は、避難生活が長期化する場合には避難者への支援活動に

ついて町と必要な協議を行う。 
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 ６．文化財対策 

 文化財が被災した場合には、所有者又は管理者は消防機関等に通報するとともに、速やかに

町教育委員会を経由して県教育委員会に被災状況を報告し、県教育委員会の指示に従い必要な

措置をとる。 
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第 22節  廃棄物等の処理 

 

【基本方針】 

  被害地における汚物による環境汚染を防止するためのし尿、ごみ等の収集処理は、次により行

うものとする。 

 

【実施内容】 

  １．担当責任者 

  廃棄物処理実施の担当責任者は、町民部長（町民課長）がこれに当たるものとする。 

 

  ２．清掃班の編成 

  被災地において廃棄物処理の措置を必要と認めたときは直ちに清掃班を編成し、ボランティ

ア団体等の協力を得て廃棄物処理を行うものとする。 

  清掃班は、原則として町民課もしくは保健課の関係職員をもって編成し、必要なときは他の

課から応援を行うものとする。 

 

  ３．協力団体等 

①  ごみ処理 

    ごみ処理については、集落、婦人会等のボランティア団体の協力により実施するものとす

るが、必要なときは、町内運搬業者の協力を得て実施するものとする。 

②  し尿処理 

    し尿処理については、邑智郡総合事務組合及び町内関係業者の協力を求め行うものとする。 

  なお、町内関係業者のみで処理できないと認めるときは、邑智郡総合事務組合関係業者の

応援を求めるものとする。 

 

  ４．廃棄物の処理方法 

    ①  ごみの収集処分 

        ごみの収集処分については、次により行うものとする。 

ア．優先収集 

    ごみの収集は、障害物の除去とともに被災地の道路から優先して行い、車両の通行を確

保し、ごみ収集の能率化を図り公共施設、人家密集地域等被災状況により順位を定めて集

める。 

    なお、食物の残廃物については、環境衛生上特に速やかに処理する。 

    土砂その他障害物の堆積により運搬車の運行が困難な地区においては、各家庭に対し町

長が定める場所へ搬出するよう協力を求める。 

イ．ごみの焼却若しくは埋立て 

    収集したごみは、原則としてごみ焼却場において焼却するが、焼却することができない

場合は、県の指導を受けるものとする。 

②  し尿処理及び処分 

  し尿処理及び処分については、次により行うものとする。 

ア．し尿の収集 

    し尿の収集は、原則としてし尿の収集車により行うものとするが、収集車の運行ができ

ないときは、各地区ごとに共同仮設トイレを設けるものとする。 

    なお、各家庭のし尿の搬出については、消毒を充分行った後搬出するものとする。 

イ．し尿の処分 

    し尿の処分は、原則としてし尿処理施設において処理するものとする。 
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  ５．仮設便所の設置 

  避難所開設等に伴う仮設便所の設置は、民間のリース業者の協力を得て、共同の仮設トイレ

を設けるものとする。 

 

  ６．へい獣の処理方法 

  へい獣の処理については獣畜埋没地へ埋没するものとし、状況により必要とするときは、へ

い獣及び現場を消毒するものとする。 
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 第 23節  防疫・保健衛生、環境衛生対策 

 

 第 1．防疫及び食品衛生対策 

【基本方針】  

 災害時には、汚水のあふれ出し等により感染症や食中毒の発生が懸念される。二次的な災害と

しての感染症の発生蔓延の防止、食中毒の発生予防のため、り災者の衛生指導、家屋内外の消毒、

感染症の媒体となるねずみや害虫の駆除等の防疫保健衛生活動を迅速に実施し、感染症や食中毒

の発生と流行の未然防止に万全を期する。 

 

【実施内容】 

 １．実施責任者及び実施事項  

 感染症の発生予防及び蔓延防止のための措置として、町は知事の指示に従い次の事項を実施

する。このうち、感染症の病原体に汚染された場所等の消毒、ねずみ族・害虫等の駆除及び感

染症の病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒・廃棄等については、知事

が感染症患者若しくはその保護者、又はその場所を管理する者、若しくはその代理をする者に

対して命ずることができるが、これらの命令によって感染症の発生予防・蔓延防止が困難であ

ると認めるときは、町は知事の指示に従い当該措置を実施する。 

 又、町は知事の指示に従い、生活の用に供される水を供給する。  
実 施 の 内 容 条   項 対 象 

病原体に汚染された場所等の

消毒 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（以下、｢法｣という。) 

第 27 条の２ 

一類感染症 

二類感染症 

三類感染症 

新感染症 

指定感染症 
ねずみ族・害虫等の駆除 法第 28 条の２ 

病原体に汚染された飲食物、

衣類寝具その他の物件の消

毒・廃棄等 

法第 29 条の２ 

生活の用に供される水の供給 法第 31 条の２ 

病原体に汚染された建物等へ

の立入制限等 
法第 32 条 一類感染症 

新感染症 

指定感染症 
病原体に汚染された場所の交

通制限等 
法第 33 条 

 

  ２．担当責任者 

  防疫担当責任者は、保健部長（保健課長）がこれに当たるものとする。 

 

  ３．防疫班の編成 

  災害が発生し防疫の措置を必要と認めたときは、直ちに防疫班を編成し、県及び関係機関の

指導を得て対策を実施するものとする。 

  

  ４．防疫の種別及び方法 

  防疫の活動は、次の方法によって行うものとする。 

① 消毒法：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 27 条の２ 

②  ねずみ、害虫等の駆除：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 28 条

の２ 

③ 物件に係る措置：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 29 条の２ 

④ 生活の用に供される水の供給：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 31 条の２ 

⑤ 臨時予防接種の実施：予防接種法第６条 
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  ５．患者に対する措置 

  一類及び二類感染症患者若しくは病原体保有者が発生したときは、入院を要する者について、

県は速やかに感染症指定医療機関等へ患者を移送するとともに、良質かつ適切な医療を提供す

る。 

 

  ６．避難所の防疫措置 

①  避難所の衛生管理 

    避難所の衛生管理については、特に感染症の発生に留意し、保健所等関係機関の指導を得

て各種消毒の徹底を期するとともに、衛生に関する知識の普及徹底を図り、避難所の防疫に

ついて万全を期するものとする。 

②  検病調査 

    避難所における検病調査は、週１回以上できるだけ頻繁に行うものとする。 

③  衛生消毒薬等の配置 

    避難所には、便所、出入口等適当な場所に衛生消毒薬等を常備しておくものとする。 

 

  ７．防疫用薬剤の調達 

  防疫用薬剤の調達は、町内関係業者の協力を求め調達するものとし、町内関係業者において

調達が困難なときは町外業者の協力を求め調達するものとする。なお、交通途絶等により入手

できないときは、県に斡旋又は公給を要請するものとする。 

 

  ８．臨時予防接種 

      町は、知事に臨時予防接種を命ぜられた場合には、その指示に従い的確に実施する。 

 

  ９．応援協力関係 

①  町は、県の実施する臨時予防接種について対象者の把握、対象者への連絡等必要な協力を

する。 

②  町は、自ら防疫活動の実施が困難な場合、他市町村又は県へ防疫活動の実施、又はこれら

要する要因、及び資機材について応援を要請する。 

③  応援の要請を受けた機関は、これに積極的に参加する。 

 

第２ ．保健活動 

 被災地、特に避難所において生活環境の激変に対し、被災者が心身の健康に不調をきたす可能性

が高いことから、県、町は、次のように被災者の健康管理を行う。 

(1) 必要に応じて避難所に救護所を設ける。 

(2) 保健師が避難所における健康相談、地域における巡回健康相談を行う。 

(3) 保健師による健康相談の結果等より、外傷性ストレス反応等が疑われる場合は精神科医等に

よるメンタルヘルスケアチームを派遣し、保険・医療活動を行う。 

 

第３．精神保健活動 

１ 精神保健活動班の編成 

発生した災害の規模に応じ、迅速に被災者の精神的ケア（こころのケア）の対応を実施するため、

精神保健活動班を組織し、有事に際し適切な活動を行えるようにするものとする。この際は、医療・

保健活動と一体的に取り組み、被災者の心身の健康管理を行う。 

２ 精神保健活動内容 

(1) 被災者の支援 

(2) 町、社会福祉施設等との連絡調整 
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(3) 被災者の精神保健福祉相談 

３ 精神保健の対象者 

(1) 被災住民全般 

ア 避難所においては、被災者の心身の健康管理を行う。 

イ 自宅で生活している者へは、巡回健康相談を行う。 

(2) 高齢者 

(3) 障がい者 

(4) 児童 

(5) 外国人 

(6) その他（公務員、災害救助要員） 

４ 精神保健活動実施者 

(1) 精神保健福祉相談員（各保健所、心と体の相談センター） 

(2) 町、県の保健師（各市町村、各保健所、人事課、健康推進課、福利課） 

(3) 児童相談所職員 

５ 応援体制 

(1) 県は、災害による被災者のストレスケア等のため、必要に応じて、被災地域外の医療機関、

厚生労働省及び被災地域外の都道府県に対して、災害時の心のケアの専門職からなるチームの

編成及び協力を求めるものとする。 

(2) 県は、被災都道府県からの要請に基づき、精神科医を確保し、災害時の心のケアの専門職か

らなるチームを編成する。その際、必要に応じて、公的医療機関及び民間医療機関の協力を要

請するものとする。 

(3) 県は、災害時の心のケアの専門職からなるチームを編成した場合は、その旨を厚生労働省に

報告するものとする。 

(4) 県は、災害時の心のケアの専門職からなるチームの派遣に係る調整、活動場所の確保等を図

るものとする。 

 

第４．動物愛護管理対策 

災害時の被災地においては、家庭動物として飼育されていた動物が放逐されることにより、負傷

動物や放浪動物が多数生じることから、県は、関係団体と協力し、これら動物の収容、保管施設の

確保と管理体制の整備を図る。 

町は、家庭動物として飼育されていた動物が放逐されることによる放浪動物や飼育放棄が発生し

ないよう、平時から家庭動物の避難用品の確保や同行避難が行えるよう啓発や体制の整備を図る。 

(1) 県は、飼い主のわからない負傷動物や放浪動物の保護、その他動物に係る相談等を実施する。   

また、動物の一時預かりを保健所において行う。 

(2) 県は、市町村等の要請に応じて、飼育動物の餌の調達を行う。ただし、被災市町村において

実施できないときは、県が協力して実施する。 

(3) 県は、災害発生時の危険な動物の逸走等の有無及び実施された緊急措置について確認し、必

要な措置を行う。 

(4) 町は、避難所に飼い主とともに避難した動物の飼育について、適正飼育の指導、助言等必要

な措置を行い、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。 

 



 風水害等対策－185  

第 24節  死体の捜索、処理及び埋・火葬 

  

【基本方針】  

 災害による行方不明者の捜索等は第一に実施すべき事であり、人心の安定を図るうえからも防

災関係機関、団体等との緊密な連絡をとり捜索、処理、埋・火葬を速やかに実施する。 

 また、災害救助法が適用された場合「死体の捜索、死体の処理、埋・火葬」については、町長

が県知事の委任を受け、災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．行方不明者の捜索 

①  実施者及び方法 

    行方不明者の捜索は、町が一般町民、ボランティア団体等の協力を得て、捜索班並びに収

容処理班を編成し、捜索に必要な車両、その他機械器具等を使用又は借り上げて実施するも

のとする。実施に当たっては、警察関係と充分連絡を行うものとする。場合によっては、町

長は消防団の出動要請を諮り対応にあたる。 

②  応援要請 

    被災その他の条件により、町において行方不明者の捜索が実施できないとき、又は行方不

明者が流出等により他市町村にあると認められるとき等については、県に捜索の応援を要請

するものとする。ただし緊急を要する場合にあっては、隣接市町村又は死体の漂着が予想さ

れる市町村に直接捜索の応援を要請するものとする。 

③  期間 

    捜索期間については、町の裁量により決定する。災害救助法が適用された場合は、災害発生

の日から 10 日以内とする。 

 

  ２．死体の検分 

  死体を発見したときは速やかに警察機関に連絡し、その検分を待って遺族に引き渡し、若し

くは必要に応じ埋・火葬するものとする。 

 

  ３．死体の収容処理方法 

①  実施者及び方法 

    死体の処理は、町が救護班又は医師により実施するものとし、一般住民、ボランティア団

体等の奉仕により、死体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行うものとする。ただし、町におい

て実施することができないときは、他関係所属の救護班の出動応援を求めるものとする。 

    死体の取扱いについては、特に丁重に取扱うものとする。 

    死体収容の担当責任者は、町民部長（町民課長）がこれに当たるものとする。 

②  死体処理を行う場合 

    死体の処理は災害により社会混乱をきたし、その処理を必要とするときに行うものとし、

埋・火葬救助の実施と一致することを原則とする。 

③  死体処理の内容 

ア．死体の洗浄、縫合  死体の選別のための処理として行う。 

イ．死体の一時保存 死体の身元鑑別のため相当の期日を必要とし、又は死亡者多数

のため短時間に埋・火葬ができない場合等において、死体を特

定な場所（寺院の施設の利用又は寺院等の敷地に仮設）に集め

て埋・火葬等の処置をするまで保存する。 

ウ．検    案   死因その他について医学的検査をする。 

④  期間 

    死体の処理期間については、町の裁量により決定する。災害救助法が適用された場合は、
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災害発生の日から 10 日以内とする。 

 

  ４．死体の埋・火葬 

  災害の際死亡した者で、遺族等で埋・火葬することが困難な場合は、次の方法により応急的

な埋・火葬を行うものとする。 

①  実施者及び方法 

    埋・火葬の実施は、町において直接土葬若しくは火葬に伏し、又は棺、骨つぼ等を遺族に

支給する等現物給付をもって行うものとする。 

    埋・火葬実施担当責任者は町民部長（町民課長）がこれに当たるものとする。 

    なお、埋・火葬に当たっては、次の点に留意するものとする。 

ア．事故死等による死体については、警察機関から引継ぎを受け、更に死体検案を受けた後

に埋・火葬すること。 

イ．身元不明の死体については、警察機関に連絡し、埋・火葬すること。 

  なお、町民部長（町民課長）は、行旅死亡人としての取扱いにより処理すること。 

ウ．被災地以外の地に漂着した死体のうち、身元が判明しない者の埋・火葬は、イに準じ行

旅死亡人としての取り扱いによること。 

    ②  埋・火葬を行う場合 

ア．災害の混乱時に死亡した者であること。（災害発生前に死亡した者で葬祭の終わっていな

い者を含む。） 

イ．災害のため、次のような理由により埋・火葬を行うことが困難であること。 

ａ．緊急避難を要するため時間的、労力的に埋・火葬を行うことが困難であること。 

ｂ．墓地又は火葬場等が浸水又は流失し、個人では埋・火葬を行うことが困難な場合。 

ｃ．経済的機構の一時的混乱のため、遺族又は扶養義務者の資力の有無にかかわらず、棺、

骨つぼ等入手困難な場合。 

ｄ．埋・火葬すべき遺族がいないか、又は老齢者、幼年者等で埋・火葬を行うことが困難

な場合。 

    ③  期間 

    埋・火葬の実施期間は、町の裁量により決定する。災害救助法が適用された場合は、災害

発生の日から 10 日以内とする。 
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 第 25節  住宅確保及び応急対策 

 

【基本方針】  

 災害により家屋に被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者のために、町は県の

協力のもと応急仮設住宅の建設、被災家屋の応急修理を実施し住生活の安定に努める。 

 また、災害救助法が適用された場合「応急仮設住宅入居者の決定」、「住宅の応急修理」につい

ては、町長が県知事の委任を受け、災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．実施する応急対策内容 

①  応急仮設住宅の建設 

② 災害救助法が適用された場合は、県に建設及び提供の要請を行う 

③  公営住宅、企業所有の宿泊施設及び職員用住宅等の一時的供与 

④  災害救助法第 23 条第６号に規定する災害にかかった住宅の応急修理 

 

  ２．実施責任者 

 災害救助法が適用された場合、町長は知事が委任する実施方法、実施基準に基づき実施する。 

 

  ３．担当責任者 

  応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理実施については建設班長（建設課長）がこれに当た

り、総務部長（危機管理課長）と協議し、その協議を得て行うものとする。 

  救助法が適用された場合は原則として県において実施されるが、知事が町において措置する

ことを適当と認めて委任したときは、その委任された事項について前段の定めに準じて実施す

るものとする。 

 

  ４．被災世帯の調査 

  町は、災害のため住家に被害が生じた場合、応急仮設住宅の建設及び住宅被災に対する応急

処理等に必要な次の調査を実施する。 

    ①  被害状況 

    ②  供与対象世帯数の把握 

 

 ５．応急仮設住宅の建設 

 町は家屋に被害を受けた被災者の収容対策として応急的な仮設住宅を建設し、暫定的な居住

の安定を図る。 

 建設にあたっては、災害時要援護者等に配慮し、バリアフリー、暑さ(寒さ)対策等を考慮す

る。 

    ①  建設用地の選定 

 応急仮設住宅の建設用地の選定は、町長が行うものとする。 

    建設用地の選定に当たっては、できる限り集団的に仮設できる場所とし、公共用地から優先

して選定するものとする。なお、病院、商店街等から離れた敷地を選定した場合、被災者の

交通手段の確保に配慮する。 

    町長は選定した敷地について、契約期間２年以上の土地貸借契約書を作成し、知事に提出す

るものとする。 

②  供与の対象者 

   応急仮設住宅の供与の対象となる者は、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がな

い者で、自らの資力をもってしては住宅を確保することのできない者である。 

③  着工期間 
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  災害救助法が適用された場合の適用範囲は、災害発生の日から 20 日以内とする。ただし、

20 日以内に着工できない事情があるときは、事前に厚生労働大臣の承認を受けて、期間延期

することができる。 

④  応急仮設住宅の管理 

  応急仮設住宅の管理は、町長が知事の委任を受けて行う。 

    ただし、状況に応じ知事自ら実施する。 

⑤  供与の期間 

  供与の期間は、特別な場合を除き応急仮設住宅の完成の日から２年以内とする。 

⑥  建築資材の調達 

    建設のための資材は原則として請負業者が確保するものとするが、災害時における混乱等

により確保できないときは、県に対し資材の斡旋又は公給を要請する等、資材確保に努める

ものとする。 

  ⑦ 応急仮設住宅の運営 

    町は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行う。 

(１) 応急仮設住宅における安心・安全の確保 

(２) 心のケア対策 

     孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケアへの対策を実施する。 

(３) 地域コミュニティの形成 

     入居者による地域コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、運営への女性の参画

を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。 

(４) 家庭動物対策 

     応急仮設住宅における家庭動物の受け入れに配慮する。 

 

 ６．被災住宅の応急修理 

①  応急修理の範囲 

   居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限の部分について応急修理を実施する。 

②  対象者 

ア．住家が半壊（焼）又は流出し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない世帯

であること。 

イ．資力に乏しく自力で住宅の応急修理を行うことができない世帯であること。被災住家の

うち借家等については家主等がその修理を行うものとするが、家主等に能力がなくかつ、

借家人にも能力がない場合には対象となる。 

ウ．調査書の提出 

    町長は、民生委員その他関係者の意見を聞き対象家屋の順位を定め、その調査書を知事

に提出するものとする。 

③  応急修理の方法 

ア．修理箇所 

    修理箇所は、居室、炊事室、便所等生活上欠くことができない部分のみを対象とする。 

    なお、個々の修理部分については、より緊急を要する部分の応急修理で、例えば土台、

床、壁、天井、屋根、窓、戸等の修理を行い、畳の入替え、基礎工事等は含まないものと

する。 

イ．修理の施工 

    修理の実施については、委託契約を締結して建築業者に請け負わせて行うものとする。 

④  対象住宅の調査及び対象住宅の決定 

   対象住宅の調査及び決定については、民間建築技術者の協力を得て町長が決定する。 

⑤  実施期間 

   災害救助法が適用された場合、住宅の応急修理の実施時間は、災害発生の日から１か月以内
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とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、事前に厚生労働大臣の承認を得て、必

要最小限度の期間の延長を行う。 

⑥  建設資材 

    前項 「５．応急仮設住宅の建設」に準ずるものとする。 

 

７ 民間賃貸住宅の紹介、斡旋 

   町長は、民間賃貸住宅の紹介、斡旋について、被災者に周知を図るものとする。なお、被災

者の早急な住宅確保のため、民間賃貸住宅の借り上げ制度などの確立を図る。
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第 26節  農林業関係被害の拡大防止 

  

【基本方針】  

 災害の発生により、農作物及び農業施設被害の拡大を防止するための応急対策として、西部農

林振興センター（県央事務所）、ＪＡ島根おおち等の協力を得て次の措置を講ずる。 

  

【実施内容】 

 １．農作物関係  

① 水稲改植用苗の確保 

  水稲の改植を必要とする場合が生じたときは、関係機関と協議し改植用苗の斡旋を依頼し

水稲の再生産を確保する。 

    ② 病害虫防除対策 

        農作物の病害虫防除の対策は、次により実施する。 

ア．防除の指示及び実施 

    町は、病害虫の防除対策を検討し、県の指示により実施計画を作成し、防除を実施する。 

イ．防除の指導 

    町、西部農林振興センター（県央事務所）、ＪＡ島根おおち等関係職員によって現地把握

を行い、密接な指導を行う。 

ウ．集団防除の実施 

    被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があると認められると

きは、緊急防除の計画を樹立して農薬の空中散布等により一斉防除の措置を講ずる。 

エ．農薬の確保 

    町・ＪＡ島根おおちは、農薬の緊急確保の必要が生じたときは、農薬取扱業者との連絡

により緊急供給の措置を講ずる。 

オ．防除機具の確保 

   町は、ＪＡ島根おおち等の協力により区域内の防除機具を整備、把握し、必要に応じて

緊急防除の実施に当たり集中的に使用できるよう努める。 

  

 ２．畜産関係  

      災害により家畜及び畜産施設が被害を受けた場合は、その被害状況を西部農林振興センター

（県央事務所）に報告するとともに、関係機関と一体になって次の措置を講ずる。 

① 家畜伝染病の発生及び蔓延防止 

  県の指示に従い薬剤散布等、家畜伝染病の蔓延防止に努める。 

  災害により死亡した家畜の措置については、家畜の飼育者に町長への届け出を行わせ、埋

却又は焼却の指導を行う。 

② 家畜の診療 

  家畜の診療は、必要に応じて行うが、平常時の方法によって実施することが不可能又は不

適当であると認めるときは、被災地内に診療等組織を派遣させ診療に当たらせる。 

③ 家畜の防疫 

      ア．畜舎の消毒等の実施 

      イ．家畜感染症予防のための緊急予防注射の実施 

      ウ．患畜が発生した場合における隔離、通行遮断、殺処分及びへい獣の処理 

④ 家畜の避難 

  家畜の避難を要するときは、飼育者において安全な場所に避難させる。その場合は協力機

関と連絡を密にし、避難場所その他について指導する。 

⑤ 飼料の確保 

災害により飼料の確保が困難となったときは、飼料販売業者に対し、必要数量の確保及び
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供給について要請を行う。 
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 第 27節 障害物の除去対策 

 

【基本方針】  

 被災者が当面の日常生活を営むことができるように、住家等に流れ込んだ土石、竹木等の障害

物や冬期における積雪等を除去し、及び応急活動を実施するための人員、資機材等の輸送が円滑

に行われるよう道路、河川等の障害物を除去する。 

 また、災害救助法が適用された場合「障害物の除去」については、町長が県知事の委任を受け、

災害救助法を運用し実施する。 

 

【実施内容】 

 １．実施責任者  

①  障害物及び積雪の除去は、各施設の管理者及び町が行う。 

②  緊急を要する場合又は除去について必要な場合には、各防災関係機関又は県に連絡をとり

除去の要請をする。 

 

  ２．担当責任者 

  障害物の除去実施の担当責任者は、建設班長（建設課長）がこれに当たるものとする。 

  救助法が適用された場合は、予め知事から委任されている障害物除去業務を分担するものと

する。 

 

  ３．対象物 

      障害物等(災害を受けた工作物又は物件)の除去の対象は、概ね次のとおりとする。 

  ①  町民の生命及び財産の保護のため除去を必要とする場合 

  ②  緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

    ③  冬期における道路積雪の除去を必要とする場合 

  ④  その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

 

  ４．実施方法 

①  町は、自らの組織及び除去車両、機械器具を用い、又は集落等の協力を得て速やかに行う。 

②  除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか周囲の状況等を考慮し、事

後障害の起こらないよう配慮して行う。 

③  町において実施できないときは、県及び隣接市町村に応援を要請するものとする。 

 

  ５．実施対象世帯の順位決定 

  障害物の除去実施を要すると認めたときは、関係者の意見を聞き、対象世帯の実施順位を定

め行うものとする。 

 

 ６．障害物の保管場所の選定  

  ①  障害物の大小により、二次災害の危険性のない安全な場所 

  ②  道路交通の障害とならない場所 

  ③  盗難等の危険のない場所 

 

  ７．その他 

  ①  除去のみならず、移転、撤去及び破壊も対象になる。 

 

 第 28節  危険物等災害応急対策計画 
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 危険物並びに毒物及び劇物等の保安施設は、災害時における火災、爆発及び流出等により、従

業員はもとより周辺地域住民に対しても大きな被害を与えるおそれがある。従って、これらの施

設については、災害による危険物及び毒物取扱施設の被害を最小限に留め、施設の従業員並びに

周辺地域住民に対する被害防止を図るため、関係機関は相互に協力し、これらの施設の被害を軽

減するための対策を確立しておくものとする。 

 

 第 1．危険物施設対策 

【基本方針】  

 危険物の保安施設は、災害時における火災、爆発及び流出等により、従業員はもとより周辺地

域住民に対しても大きな被害を与えるおそれがある。従って、これらの施設については、災害に

よる危険物取扱施設の被害を最小限に留め、施設の従業員並びに周辺地域住民に対する被害防止

を図るため、関係機関は相互に協力し、これらの施設の被害を軽減するための対策を確立してお

くものとする。 

町及び県、消防機関は、災害時に関係事業所の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監

督者及び危険物取扱者等が当該危険物施設の実態に応じて応急措置を講ずるよう指導する。 

 

【実施内容】 

  １．危険物の取扱作業及び運搬の緊急停止措置 

 危険物が流出、爆発等のおそれがある場合には、弁の閉鎖又は装置の緊急停止措置を行う。 

 

  ２．危険物施設の応急点検 

 危険物施設の現状把握と災害発生の危険を確認するため、危険物の取扱施設、消火設備、保

安電源及び近隣状況の把握等の応急点検を実施する。 

 

  ３．危険物施設からの出火及び流出の防止措置 

 危険物施設に損傷等異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置を行う。 

 

  ４．災害発生時の応急活動事態の確立 

 危険物による災害が発生したときは、消火剤、オイルフェンス及び中和剤等を十分活用し、

現状に応じた初期消火、危険物の流出防止措置を行う。 

 

  ５．防災関係機関への通報 

 災害を発見した場合は、速やかに消防、警察等防災関係機関に通報し状況を報告する。 

 

  ６．従業員及び周辺地域住民に対する人命安全措置 

 災害発生事業所は、消防、警察等防災関係機関と連絡を密にし、従業員及び周辺地域住民の

人命の安全を図るため避難、広報等の措置を行う。 

 

 第 2．高圧ガス保有施設対策 

【基本方針】  

 高圧ガス保有施設が被害を受け、ガス漏洩等異常事態が発生した場合には、高圧ガスによる災

害の拡大を防止するための適切かつ迅速な緊急措置を実施し、火災、爆発などの二次災害の防止

を図ることにより、周辺住民に被害を及ぼさないように努める。 

 

【実施内容】 

  １．事業所管理者への措置 

  町は、施設の管理責任者等と密接な連絡をとり、災害の拡大を防止するための消防活動、負
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傷者等の救出、警戒区域の設定、火気使用禁止の広報及び避難の指示等必要な応急対策を行う。 

 

 ２．防災体制の確立  

①  防災組織の確立 

  事業所は災害発生後、防災本部を設置し緊急時の指揮命令系統を確保し災害の規模に応じ

て緊急運転、保有防災、避難救護、広報などの災害防災組織を確立する。 

②  情報収集伝達 

   事業所の防災本部は、災害発生後、事業所内の被害状況、設備の運転状況を把握するとと

もに、災害報道により災害の規模、被災地域の全般的被害状況、道路被害状況など必要な情

報を収集し事業所内各部署に伝達する。 

   又、高圧ガス保有施設等の被害状況、災害発生状況について、町及び防災関係機関に通報

する。 

 

 ３．施設の被害状況点検及び応急対策  

①  防災担当は、災害発生後直ちに人身被害、火災、爆発、高圧ガスの大量漏洩等の災害の有

無について迅速に一次点検を行い、災害が発生している場合は、災害の拡大防止と安全確保

のための防災活動を実施する。 

②  一次点検の結果、災害が発生していない場合においても二次点検としてガスの漏洩点検、  

保安設備点検等を実施する。 

 

 ４．広 報  

 災害が発生し、周辺住民その他第三者に被害を及ぼすおそれのある場合、又は不安を与える

おそれがある場合には災害の状況及び避難の必要性等について、迅速かつ正確な情報提供を実

施する。 
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第 29節  県防災ヘリコプターの活用 

  

【基本方針】  

 町は、大規模災害時において県防災ヘリコプターを活用し、その機動性を活かして被災状況等

の情報収集、緊急物資輸送などの措置を実施する。 

 

【実施内容】 

 １．県に対する応援要請  

 町長は、島根県知事に対して「島根県防災ヘリコプター応援協定」の定めるところにより、

応援要請を行うことができる。 

  

  ２．夜間離発着可能なヘリポートの整備 

 防災ヘリコプターによる防災業務や救急患者の搬送等に対応できるように、夜間利用が可能

なヘリポートを拠点的整備に努める。 

 

 

 

 第 30節  被災者相談計画 

  

【基本方針】  

 災害発生後、精神的に不安な状態にある住民に対しては、その不安を解消するための様々なケ

アサービスが必要である。 

 被災者又は関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住宅の確保や融資などについての相

談や様々な要望、苦情等に関する広聴活動を関係防災機関とともに実施し、被害の実情にあった

細かな対策を講ずる。 

 

【実施内容】 

 １．相談窓口の開設 

①  被災住民の相談に応じる窓口を開設する。 

②  被災地避難所等に臨時被災相談所を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、速やかに関係各

課に連絡して早期解決に努力する。 

③  避難所等に相談所が設置されないときは、各避難所の責任者が相談等に応ずる。 

④  必要に応じて、被災地及び避難所等への臨時相談所の設置や広報車又は二輪車（バイク、

自転車）等による被災地の巡回・移動相談を実施する。 

⑤  その他、本編第 4 章「風水害等復旧・復興計画」第２節 第３.「被災者の相談窓口の設置」

に準ずる。 
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 風水害等対策編－第 4章  風水害等復旧・復興計画 

  

第 1節  災害復旧事業の実施 

 

 災害復旧計画においては、災害発生により被災した施設の現状復旧に併せて、再度災害の発生

を防止するため､必要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を策定し、早

期復旧を目標に事業を実施する。 

 災害復興計画においては、被災前の地域の抱える課題を解決し、被災を契機に都市構造等をよ

り良いものに改変する復興計画を速やかに作成し、関係機関との調整及び合意形成を行い、計画

的な復興事業を推進する。 

 

第 1．災害復旧事業計画の作成 

【実施内容】 

 １．事業計画の作成方針の検討 

① 町は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ迅速な現状復

旧を目指すか、又は、さらに災害に強い町土作り等の中長期的課題の解決をも図る計画的復

興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定める。 

② 被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う。 

  その際、男女共同参画の観点から、復旧・復興にあらゆる場・組織に女性の参画を推進す

るものとする。併せて、障がい者、高齢者等の災害時要援護者の参画を促進するものとする。 

 ２．支援体制 

 復旧・復興に当たり､必要に応じ国、県、他の地方公共団体等に対し、職員の派遣等協力を求

めるものとする。 

 

第 2．災害復旧事業の実施 

【基本方針】  

 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長、その他執行機関、指定公共

機関及び指定地方公共機関、その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者が

実施する。 

 災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため町、県、その他の防災関係機関は、復旧

事業を早期に実施するため､実施に必要な職員の配備、職員の応援及び派遣等活動体制について必

要な措置をとるものとする。 

 

【実施内容】 

 １．公共施設の復旧等 

① 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともに、あらかじめ

定めた物資、資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を活用して、迅速か

つ円滑に被災施設の復旧事業を行う。 

② 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止等の観点から可

能な限り改良復旧を行うものとする。 

③ 災害に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について､二次災害防

止の観点から可能な限り土砂災害防止対策を行うものとする。 

④ ライフライン交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり可能な限り地区別の復旧予定時期を

明示するものとする。 

⑤ 被災状況を的確に把握し、速やかに効果のあがるよう関係機関は十分連絡調整を図り、事

業期間の短縮に努める。 
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⑥ 建築物の復旧に当たっては、被災度区分判定を実施して該当建築物の取り壊し又は補修・

補強の必要性を判断する。 

⑦ 警察は、暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努め

るとともに、関係行政機関、被災市町村、業界団体等に必要な働きかけを行うなど、復旧・

復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

⑧ 災害廃棄物の広域処理を含めた処理処分方法を確立するとともに、仮置場、最終処分地を

確保し、計画的な収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の円滑かつ適正な処理

を行う。 

 

 ２．災害復旧事業計画 

公共施設の災害復旧事業計画は、概ね次の計画とする。 

  ① 公共土木施設災害復旧事業 

ア．河川                イ．砂防設備 

ウ．林地荒廃防止施設          エ．地すべり防止施設 

オ．急傾斜地崩壊防止施設        カ．道路 

キ．下水道 

② 農林水産業施設災害復旧事業 

ア．農地災害復旧事業         イ．農業用施設災害復旧事業 

ウ．林業用施設災害復旧事業      エ．漁業用施設災害復旧事業 

オ．共同利用施設災害復旧事業   

  ③ 上・下水道災害復旧事業 

  ④ 社会福祉施設災害復旧事業 

  ⑤ 公立学校施設災害復旧事業 

  ⑥ 公営住宅災害復旧事業 

    ⑦  公立医療施設災害復旧事業 

  ⑧ 公共建築物災害復旧事業 

  ⑨  その他の災害復旧事業 

 

第 3．災害復興計画の作成 

【実施内容】 

 １．復興計画の作成 

 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、被災

地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度か

つ複雑な大規模事業となり､これを可及的速やかに実施するため町及び県は、復興計画を作成し、

関係機関の諸事情を調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 

 

 ２．防災まちづくり 

① 必要に応じ、町及び県は再度災害防止により快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境

保全等にも配慮した防災まちづくりを実施するものとする。その際、まちづくりは現在の住

民のみならず「将来の住民のためのもの」という理念のもとに､計画作成段階で都市のあるべ

き姿を明確にし、将来に悔いのないまちづくりを目指すこととし､住民の理解を求めるよう努

めるものとする。 

② 被災した学校施設の復興に当たり、学校の復校とまちづくりの連携を推進し、安全・安心

な立地の確保、学校施設の防災対策の強化及び地域コミュニティの拠点形成を図るものとす

る。 

③ 県及び町は、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、必要に応じ事業者等に

対し、大気汚染防止法に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言するものとする。 
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④ 県及び町は、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健

康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維

持・回復や再構築に十分に配慮するものとする。 
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 第 2節  生活再建等支援対策の実施 

 

 災害発生後、被災者がいち早く平常の生活ができるように、町は防災関係機関と協力し必要と

される援助を迅速かつ的確に行うことが必要である。 

 町は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金及び災害見舞金の支給、災害援護

資金の貸付並びに生活福祉資金の貸付、生活関連物資の安定供給、物価の安定対策等により被災

者の自主的生活再建の支援を行う。 

 これらを含む各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期にり災証明の交付体制を確立

し、被災者にり災証明の交付を速やかに実施しなければならない。 

 又、災害に伴う被災者の相談窓口を設置し、不安の解消を図る。 

 

 第 1．り災証明書の発行 

【基本方針】  

 災害により被害を受けた住民が、速やかに適切に生活安定のための措置を受けられるようにす

るにはり災証明の発行が不可欠である。そのため、災害救助法の適用対象となった被災世帯の被

災状況についての台帳を作成し、これに基づき被災者の請求に応じてり災証明を発行する。 

 

【実施内容】 

 １．り災台帳の作成 

① 災害救助法の適用認定された被災世帯についての被災状況の台帳を作成する。 

   なお、り災台帳の記載については、被災状況と記載する内容とにくい違いを生じないよう

被災者に確認を求め正確を期するものとする。 

② 被災者の求めに応じて、事後明らかになった被災について、り災台帳の記載内容の修正を

行うものとする。 

 

 ２．仮り災証明書の発行 

 被害状況の確認ができないときは、取りあえず本人の申し出により、別に掲げる様式による

「仮り災証明書」を発行する。 

 

 ３．り災台帳の記載内容 

① 被災状況    ② 被災世帯にかかわる緊急措置の状況 

③ り災証明の発行状況 

 

 ４．り災証明書の発行 

 被災者の被害状況の調査確認を終了した後は、申し出により様式による「り災証明書」を、

仮り災証明書を発行した者については、り災台帳に記載されている者に限り、申し出によりり

災証明書に切り替え発行する。 

 

 第 2．被災者の生活の確保とメンタルケア 

【基本方針】  

  災害により被害を受けた住民が再起自立更生できるよう、被災による離職者に対する職業の斡

旋、失業給付に関する特例措置や被災者に対する災害弔慰金及び災害見舞金の支給、災害援護資

金の貸付を行い、被災者の自立的生活再建の支援を行う。 

 

【実施内容】 

 １．災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害により死亡した住民の遺族に対して災
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害弔慰金を支給し、精神又は身体に著しい障害が生じた住民に対して災害障害見舞金を支給す

る。 

 

  ２．公営住宅の建設 

  災害により住居を滅失、又は焼失した低所得者のり災者に対する住宅対策として、町は必要

に応じて公営住宅を建設し住居の確保を図る。 

 

  ３．生活保護 

  り災者の恒久的生活確保の一環として、町及び県は、概ね次の措置を講ずる。 

①  生活保護法に基づく保護の要件を具備したり災者に対しては、その困窮の程度に応じ、最

低生活を保障して生活の確保を図る。 

②  被保護世帯が災害のため家屋の補修等住宅の維持を必要とする場合で、災害救助の適用対

象となった場合において、県は規定額の範囲内で補修費等住宅維持費を支給する。 

 

  ４．資金の貸付等 

  町は、り災者のうち要件に該当する者に対して、災害援護資金、生活福祉資金、その他の融

資等について斡旋指導を行うものとする。 

①  生活福祉資金   ②  母子福祉資金 

③  寡婦福祉資金   ④  災害援護資金 

 

  ５．生活関連物資の安定供給及び物価の安定対策 

 町は、生活関連物資の安定供給及び物価の安定対策のために次の措置を実施し、被災者の生

活確保に努めるものとする。 

  ① 価格及び需給動向の把握並びに情報の提供 

    ②  関連業界への安定供給及び価格の安定に係る協力依頼 

 

 ６．雇用の安定  

     町は被災者相談窓口を開設し、県と密接な連携のもと被災者支援を行う。 

   ① 保護対策 

ア．通院していた医療機関が倒壊等の被害に遭い治療が受けられなくなった労働者、賃金が

支払われない又は解雇された労働者、及び事業活動の停止により賃金、労働保険料が支払

えない事業主などからの様々な相談に対し、必要に応じ「総合相談窓口」を開設する等に

より、迅速かつきめ細かな援助を行う。 

イ．危険物・有害物の漏洩のおそれのある事業を行う事業主に対して、労働者の退避その他

の応急措置、工場整備の運転の再開時における安全措置について監督指導を実施し、被害

の拡大を防止するように努める。 

ウ．応急・復旧工事等を行う事業主に対して、労働者の作業に伴う墜落や飛来落下物等によ

る災害防止措置、粉じん等の有害環境による健康障害防止等の措置について監督指導を実

施し、安全衛生の確保に努める。 

エ．一般被災者の医療対策について必要があると認められるときは、医療機関等に対し医師

その他の職員の派遣、医薬品の提供等必要な措置を講ずるように要請する。 

オ．被災労働者に対する労災補償の給付事務を迅速に行う。  

  ② 職業斡旋等 

ア．災害による事業の閉鎖、又は事業活動の縮小等により失業した人に対して職業相談を行

うとともに、県下の企業をはじめ他県の企業に働きかけ、希望と能力に適合した就職先の

確保に努める。 

イ．災害者に対し、迅速かつ的確な職業相談・職業紹介等を行うため、特別相談窓口を各公
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共職業安定所に設置する。 

 

 ７．町税の減免  

 災害により被害を受けた個人の町・県民税及び固定資産税の納税義務者に対して、町税の減

免並びに納期限の延長及び徴収を猶予し､被災者の生活の安定と早期立直りに努める。 

 

  ８．被災者へのメンタルケア  

 災害によって心が深く傷ついた心理状態（心的外傷後ストレス症候群：ＰＴＳＤ）を癒し、

又は症状を軽減するための対策を講じる。 

① ＰＴＳＤ（Post Traumatic Stress Disorder）症状の理解 

  この症状は、単に寝つけない、いらいらするといったものから無力感や疲労感だけでなく、

頭痛、めまい、吐き気、生理不順といった具体的な身体の変調をもたらすものであり、被災

後すぐに症状が現れる人から半年経ってから現れてくる人もいる。 

   具体的には、次のような症状が１ヵ月以上も続く状態である。 

ア．災害の光景が忘れられない。 

イ．何事にも無関心でいようとする。 

ウ．過度の生理的緊張状態が持続する。 

② 被災者個人の対策 

ア．被災者はだれもが災害を体験したものであり、自分個人だけのものではないということ

を認識する。 

イ．だれでも無関心や無感動になることを自覚し、そうした気持ちを否定しない。 

ウ．できるだけ活動的にしている。 

エ．現実から逃げない。 

オ．どういう災害であったかを本気になって考える。 

カ．善意を素直に受け入れる。 

キ．一人になれる時間をもつ。 

③ 行政の対応 

   ア．各種情報を提供するため、住民向け講演会を実施する。 

   イ．専門家による避難場所及び家庭訪問による巡回相談を実施する。 

   ウ．専門家による相談電話（フリーダイヤル）の設置 

 

 第 3．被災者の相談窓口の設置 

【基本方針】  

 被災者の総合相談窓口である被災住民相談所を早期に開設し、不安の解消を図るとともに、被

災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な処理のための仕組み

の構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身

のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる。 

 なるべく早期に被災者からの多様な要望等に対処するため、相談内容とスタッフを充実させる。 

又、相談窓口で、被災証明、応急危険度判定の手続き等の事務手続きが１回で済むように、国、

県及び行政以外のライフライン関係者を交えたスタッフ体制をとる。 

 

【実施内容】 

 １．被災住民相談所の開設  

 被災者は、被災直後から厳しい生活環境におかれ将来への不安を抱え込むことになる。その

ような不安を解消するために、目安として避難所が開設した時から３～４日後に災害相談窓口

を開設する。 

 なお、避難所が多数の場合は、自動車による巡回相談の形式をとる。 
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 ２．相談内容の充実強化 

 被災者からの要望を「聞きっぱなし」に終わらせることのないよう、相談体制の充実強化を

図る。 

  ① 相談内容 

ア．応急住宅の斡旋    イ．各ライフラインの復旧の見通し 

ウ．各種法律相談   エ．建物応急危険度判定の手続き 

オ．医療相談    カ．各種融資資金の相談 

② 相談スタッフの充実 

  相談内容に的確に対応するためには、県と連携し専門家を派遣してもらい、相談スタッフ

の充実を図る。 

  又、行政以外の弁護士、各ライフライン関係者も参加してもらえるような体制をとるもの

とする。 

 

                       ◇ 被災住民相談所の例 
 

       り  災  者 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○    ○    ○ 

 

    ○  応急住宅の斡旋 

 

  ○  各ライフラインの復旧の見通し 

 

  ○  各種法律相談 

 

  ○  建物応急危険度判定の手続き 

 

  ○  医療相談 

 

  ○  各種融資資金の相談 

 

  ○  その他 

 

第 4．義援金、義援品の受付、配分 

【基本方針】  

 災害時には、国内、国外から多くの善意の救援物資や義援金が送られてくることが予想される

ため、これらの受入れ体制を確立し、迅速かつ適切に被災者へ配布するものとする。 

 

【実施内容】 

  １．受入れ体制の確立  

    ① 国内からの救援物資、義援金の受入れ 

ア．受付窓口の設置等 

    町は、救援物資及び義援金の受付窓口を設置し、直接町が受領したものについて、原則

として寄託者に受領書を発行する。 

イ．被災地のニーズの把握及び公表 

   町は、県と連携し救援物資について受入れを希望するもの、及び受入れを希望しないも

のを把握し、その内容のリスト及び送り先を報道機関等に要請して公表するものとする。 

  又、現地の需給状況を勘案し同リストを逐次改定するよう努めるものとする。 

  なお、救援物資を送付する際には、あらかじめ定めた色を塗布、貼付等の方法により食

糧、医薬品、生活必需品等ごとに物資の梱包を色分けするよう報道機関等を通じて広報す
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るものとする。 

ウ．問い合わせ窓口の設置 

    町は、周辺市町村が被災したときは、必要に応じ救援物資に関する問い合わせ窓口を設

置するとともに、被災地のニーズについての広報などを行い、被災者に必要な物資が行き

届くよう支援する。 

エ．保管場所の確保 

ａ．救援物資 

    町は、大量の救援物資が送られてくることを想定し、適切な一時保管場所や避難所へ

の輸送方法等を迅速に定めるものとする。 

ｂ．町及び県、日本赤十字社島根県支部は、義援金専用の預貯金口座を設け払出しまでの

間預貯金を保管する。 

② 海外からの救援物資、義援金の受入れ 

   町及び県は、海外からの救援物資、義援金については、国を通して受け入れるものとする。

国が受入れを決定した場合は、前記①に準じて速やかに対応するものとする。 

  

 ２．救援物資及び義援金の配分  

① 救援物資の配分 

   町及び県は、相互の連携のもとに避難所へ救援物資を配分する。その際には、物資の種類

に偏りが生じないよう各避難所はニーズを把握し、適正な配分に努めるものとする。 

② 義援金の配分 

   義援金の被災者への配分については、町、県、日本赤十字社島根県支部等からなる義援金

配分委員会を設置し、適正な配分について協議した上で迅速に行うものとする。 

 

第 5．民間施設等の災害復旧の助成 

【基本方針】  

 被災した民間施設の早期復旧を図るため、必要な復旧資金、復旧資材等について斡旋及び指導

を行うとともに、住宅の復旧資金、生業資金の融資の斡旋等被災者の生活確保の措置を講じ、民

生の安定及び社会経済活動の早期回復に努めるものとする。 

 

【実施内容】 

 １．住宅金融支援機構資金の斡旋  

 住宅に災害を受けた者に対して、住宅金融支援機構法の規定に基づく災害復興住宅融資を適

用し、建設資金又は補修資金の貸付けを行う。 

① 災害復興住宅資金 

  町は、被災地の滅失家屋の状況を調査し、住宅金融支援機構法に規定する災害復興住宅融

資の適用災害に該当するときは、り災者に対し当該資金の融資が円滑に行われるよう借入手

続の指導、融資希望者家屋の被害状況調査及び被害率の認定を早期に実施して災害復興資金

の借入の促進を図る。 

  この場合、資金の融通を早くするため、町においては、り災者が機構に対して負うべき債

務の保証等必要な措置を講ずるよう努める。 

② 地すべり関連住宅資金 

  町は、地すべり等防止法第 24 条第３項の規定により、知事の承認を得た関連事業計画に記

載された関連住宅を移転又は建設しようとするものに対する融資の斡旋について、災害復興

住宅資金と同様の措置を講ずる。 

 

 ２．農林漁業制度金融の確保 

 災害により被害を受けた農林漁業者又は団体に対し復旧を促進し、農林漁業の生産力の維持
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増進と経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定

措置法（天災融資法）、農林漁業金融公庫法に基づき次の措置を講ずる。 

①  ＪＡ、信用農業協同組合連合会及び農林中央金庫が、被害農林業者又は被害組合に対して

経営資金の融資を行うよう要請するとともにその指導を行う。 

② 被害農林漁業者又は被害組合に対する天災による被害農林漁業者等に対する資金融通に関

する暫定措置法（以下「天災融資法」という。）による経営資金の融資措置を、関係機関に要

請するとともに利子補給及び損失補償を実施する。 

③ 天災資金の融資条件が優遇される、天災資金に基づく特別被害地域を指定できる県、及び

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく特例措置の適用県の指定

を受けるための必要な措置を行う。 

④ 被害農林漁業者に対する農林漁業金融公庫法に基づく災害復旧資金等の融資について、関

係機関に要請するとともにその指導を行う。 

⑤ 被害農林漁業者及び被害組合に対し、既貸付金（近代化資金等）の償還猶予措置等の実施

を関係機関に要請するとともにその指導を行う。 

⑥ 被害農林漁業者に対し、県の農業経営資金（災害資金）等の周知を行う。 

 

 ３．中小企業融資の確保  

 被災した中小企業に対する資金対策としては、一般金融機関、中小企業金融公庫、商工組合

中央金庫、国民生活金融公庫の融資及び小規模企業者等設備資金等の貸付、信用保証協会によ

る融資の保証等により、施設の復旧に必要な資金事業費の融資が行われるが、これらの融資が

円滑に行われるよう町は、県及び関係金融機関に斡旋及び要請等の措置を講ずる。 

 

第 6．被災者生活再建支援法に基づく支援 

 

【基本方針】  

 町のみでは対応が困難な一定規模以上の災害について、「被災者生活再建支援法（平成 10 年法

律第 66 号。以下、「法」という。）」に基づいて全国の都道府県が相互扶助の観点から拠出した基

金を活用して、被災世帯に対し支援金を支給し、国がその費用を助成することにより被災者を支

援する制度が創設された。 

 町は自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自

立して生活を再建することが困難な者に対し、その自立した生活の開始を迅速かつ確実に支援す

るために支援金を支給する。 

 被災者生活再建支援法の適用条件に満たない規模の自然災害が発生した際に、同法の趣旨を踏

まえ、独自の支援措置を講じることができるよう、必要な措置を講じるものとする。 

 

【実施内容】 

 １．対象災害及び被災世帯  

① 対象災害 

 法の対象となる災害のうち、災害関連の自然災害は、暴風、豪雤、洪水、高潮等の災害現

象であり､火災・事故等人為的な原因により生ずる災害は含まれない。又､以下に示すように、

一定の世帯数以上が全壊等した自然災害である必要がある。 

ア．災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 255 号）第 1 条第 1 項第 1 号又は第 2 号のいずれか

に該当する被害（同条第 2 項のみなし規定により該当することとなるものを含む。）が発生

した市町村における自然災害。 

イ．10 以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災害。 

ウ．100 以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害。 

エ．適用市町村又は都道府県の区域に隣接する市区町村（人口 10 万人未満）のうち全壊世帯
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数 5 以上の市区町村の区域に係る自然災害 

② 被災世帯 

 県は、①の自然災害により、その居住する住宅が全壊する等生活基盤に著しい被害を受け

た者に対して支援金を支給する。 

ア．その居住する住宅が全壊した世帯。 

イ．その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒

壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等

が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により当該住宅を解体

し､又は解体されるに至った世帯。 

ウ．火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続すること、その他の事由によりその居

住する住宅が移住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込

まれる世帯。 

エ．住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯（大規模半

壊） 

③ 支給額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の3

／4の額） 

 

    ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

   住宅の被害 

      程度 

支給額 

全  壊 

((2)ｱに該当) 

解  体 

((2)ｲに該当) 

長期避難 

((2)ｳに該当) 

大規模半壊 

((2)ｴに該当) 

100万円 100万円 100万円 50万円 

 

    ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

   住宅の再建 

      方法 

支給額 

建設・購入 補  修 
賃  貸 

(公営住宅以外) 

200万円 100万円 50万円 

           ※一旦住宅を賃貸した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合 

       は、合計で200（又は100）万円 

 

 ２．支援金の支給  

支援金の支給については、被災者の生活再建が速やかに行われるよう国、県、町等は良好な

連絡体制を維持し、その円滑かつ的確な実施の徹底を図る。 

支援金の支給事務の流れは、以下に図示するとおりである。 

町は、被災住民が提出した申請書を取りまとめ(住宅被害の認定は町が行う｡)県に送付する。 

県は、県の区域内において、被災市町村から送付された申請書を取りまとめ、被災者生活再

建支援法人（以下、「支援法人」という。）に送付し、被災世帯の世帯主に対し自立した生活

を開始するために必要な経費に充てるものとして支援金の支給を行う。なお､県は支援金の支給

に関する事務を支援法人へ委託している。 

支援金の支給に当たっては、被災世帯の人数・収入、世帯主の年齢等による支給要件とそれ

らに基づく支給上限額（72.5 万円、150 万円、225 万円、300 万円）が定められている。 
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 ３．県単被災者生活再建支援制度に基づく支援  

 自然災害の規模が法に定める規模に達しないため､法による支援を受けられない者に対し、県

は「島根県被災者生活再建支援交付金要綱」に基づき、町が法に基づく支給要件等と同等の内

容の支援金を支給する場合において、町に対し支援金に相当する額の 2 分の 1 を乗じて得た額

を島根県被災者生活支援再建支援金として交付する。支給事務の基本的流れは以下に図示する

とおりである。 

 

図３ 支給事務の基本的流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②支援金の支給決定 ④交付金の交付 

①申請書の提出 ③実績報告書の提出 

被
災
世
帯 

町 県 

（翌年度） 
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(

答
申)

 

 (

諮
問)

 

第 3節 激甚災害の指定 

 

【基本方針】  

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）は、

著しく激甚である災害が発生した場合における、国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は

被災者に対する特別の財政措置について定めている。 

復旧事業費負担の適正化と迅速な復旧に努めるため、大規模災害が発生した場合には、災害の

状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に激甚災害の指定を受けられるように努める。 

 

【実施内容】 

  １．激甚災害指定手続き 

町長は、大規模な災害が発生した場合、被害の状況を速やかに調査、把握し、激甚災害指定

基準又は局地激甚災害指定基準を十分考慮して知事に査定事業費等を報告し、公共施設の災害

復旧事業が円滑に行われるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

             （報告） 

 

 

 

 

 

 

※局地激甚災害の指定については、1 月から 12 月までに発生した災害を一括して翌年の 1

月から 2 月頃に手続きを行う。 

 

２．激甚災害指定基準  

昭和 37 年 12月 7日中央防災会議が決定した基準であり、国が特別の財政援助等の措置を行う必

要がある事業の種類別に次のように基準を定めている。（平成 21年 3月 10日最新改正、平成 20年

10月 1日以降適用以降発生した災害に適用） 

 

適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第2章 

（第3条） 

（第4条） 

公共土木施設災害復

旧事業等に関する特

別の財政援助 

Ａ 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.5％ 

Ｂ 公共施設災害復旧事業費等の査定見込額＞全国標準税収入×0.2％ 

かつ 

 （１）一の都道府県の査定見込額＞当該都道府県の標準税収入×25％ 

・・・・の県が1以上 

 又は 

 （２）県内市町村の査定見込総額＞県内全市町村の標準税収入×5％ 

・・・・の県が1以上 

災
害
発
生
（
復
旧
事
業
費
等
） 

町 長 

知 事 

中央防災会議 

激 甚 災 害 指 定 基 準 

局地激甚災害指定基準 

内

閣

総

理

大

臣 
閣

議

決

定 

 
 

 
 

 

地 
 

域 

政
令
公
布 

適
用
条
項 

 
 

 
 

 

災 

害 

名 

(報告) 

 

 

(報告) 
指定行政機関 

(報告) 

 

 

(報告) 
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適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第5条 農地等の災害復旧事

業等に係る補助の特

別措置 

Ａ 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

Ｂ 農地等の災害復旧事業費等の査定見込額＞全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ 

 （１）一の都道府県の査定見込額＞当該都道府県の農業所得推定額×4％ 

・・・・の県が1以上 

 又は 

 （２）一の都道府県の査定見込額＞10億円・・・・の県が1以上 

第6条 農林水産業共同利用

施設災害復旧事業費

の補助特例 

（１）第5条の措置が適用される場合 

又は 

（２）農業被害見込額 

    ＞全国農業所得推定額×1.5％で第8条の措置が適用される場合 

 ただし、(１)(２)とも、当該被害見込額が5千万円以下の場合は除く。 

 

 ただし、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設に係るも

のについて、当該災害に係る漁業被害見込額が農業被害見込額を超え、かつ

次のいずれかに該当する激甚災害に適用する。 

（３）漁船等の被害見込額＞全国漁業所得推定額×0.5％ 

 又は 

（４）漁業被害見込額＞全国漁業所得推定額×1.5％で第8条の措置が適 

用される場合 

 ただし、(３)(４)とも、水産業共同利用施設に係る被害見込額が5千万円以

下の場合を除く。 

第8条 天災による被害農林

漁業者等に対する資

金の融通に関する暫

定措置の特例 

Ａ 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.5％ 

Ｂ 農業被害見込額＞全国農業所得推定額×0.15％ 

かつ 

 一の都道府県の特別被害農業者＞当該都道府県の農業者×３％ 

・・・・の県が1以上 

ただし、ＡＢとも、高潮、津波等特殊な原因による災害であって、その被

害の態様から、この基準によりがたいと認められるものについては、災害の

発生のつど被害の実情に応じて個別に考慮する。 

第11条の2 森林災害復旧事業に

対する補助 

Ａ 林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×5％ 

Ｂ 林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×1.5％ 

かつ 

（１）一の都道府県の林業被害見込額 

        ＞当該都道府県の生産林業所得推定額×60％ 

・・・・の県が1以上 

又は 

（２）一の都道府県の林業被害見込額＞全国生産林業所得推定額×1％ 

・・・・の県が1以上 

ただし、ＡＢとも、林業被害見込額は樹木に係るものに限り、生産林業所

得推定額は木材生産部門に限る。 
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適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第12条 

 

第13条 

中小企業信用保険法

による災害関係保証

の特例 

小規模企業者等設備

導入資金助成法によ

る貸付金の償還期間

等の特例 

Ａ 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.2％ 

Ｂ 中小企業関係被害額＞全国中小企業所得推定額×0.06％ 

かつ 

（１）一の都道府県の中小企業関係被害額 

        ＞当該都道府県の中小企業所得推定額×2％ 

・・・・の県が1以上 

又は 

（２）一の都道府県の中小企業関係被害額＞1,400億円・・・の県が1以上 

 ただし、火災の場合又は第12条の適用の場合における中小企業関連被害額の

全国中小企業所得推定額に対する割合については、被害の実情に応じ特例的措

置を講ずることがある。 

第16条 

 

第17条 

 

第19条 

公立社会教育施設災

害復旧事業に対する

補助 

私立学校施設災害復

旧事業に対する補助 

市町村が施行する感

染症予防事業に関す

る負担の特例 

第2章（第3条及び第4条）の措置が適用される場合 

 ただし、当該施設に係る被害又は当該事業量は軽微であると認められる場合

を除く 

第22条 罹災者公営住宅建設

等事業に対する補助

の特例 

Ａ 被災地全域滅失戸数≧4,000戸 

Ｂ （１）被災地全域滅失戸数≧2,000戸 

  かつ 

  一の市町村の区域内の滅失戸数≧200戸又は住宅戸数1割以上 

・・・・の市町村が1以上 

 又は 

  （２）被災地全域滅失戸数≧1,200戸 

  かつ 

  一の市町村の区域内の滅失戸数≧400戸又は住宅戸数の2割以上 

・・・・の市町村が1以上 

 

 ただし、(１)(２)とも、火災の場合における被災地全域の滅失戸数について

は、被害の実情に応じ特例的措置を講ずることがある。 

第24条 小災害債に係る元利

償還金の基準財政需

要額への算入等 

第2章（第3条及び第4条）又は第5条の措置が適用される場合 

第7条 開拓者等の施設の災

害復旧事業に対する

補助 

災害の実情に応じ、その都度検討する 

第9条 森林組合等の行う堆

積土砂の排除事業に

対する補助 

第10条 土地改良区等の行う

湛水排除事業に対す

る補助 
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適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第11条 共同利用小型漁船の

建造費の補助 

 

第14条 事業協同組合等の施

設の災害復旧事業に

対する補助 

第20条 母子及び寡婦福祉法

による国の貸付けの

特例 

第21条 水防資材費の補助の

特例 

第25条 雇用保険法による求

職者給付の支給に関

する特例 

３．局地激甚災害指定基準 

災害を市町村段階の被害の規模でとらえ、激甚災害として指定するため、昭和 43年 11月 22日中央

防災会議が次のように基準を定めている。（平成 23 年 1月 13 日最新改正、平成 22 年 1 月 1 日以後適

用） 

適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第2章 

（第3条） 

（第4条） 

公共土木施設災害復旧

事業等に関する特別の

財政援助 

次のいずれかに該当する災害 

 ①(ｲ) 当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

                 ＞当該市町村の標準税収入×50％ 

    （査定事業費が1千万円未満のものを除く。） 

  (ﾛ) 当該市町村の標準税収入が50億円以下であり、かつ、当該市町村 

    が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額が2億5千万 

    万円を超える市町村 

    当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

＞当該市町村の標準税収入×20％ 

  (ﾊ) 当該市町村の標準税収入が50億円を超え、かつ、100億円以下の 

    市町村 

    当該市町村が負担する公共施設災害復旧事業費等の査定事業額 

＞当該市町村の標準税収入×20％ 

＋（当該市町村の標準税収入－50億円）×60％ 

    ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算し 

   た額がおおむね1億円未満である場合を除く 

 ② ①の公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込額からみて①に 

  掲げる災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該 

  災害に係る被害箇所の数がおおむね十未満のものを除く。） 

第5条 農地等の災害復旧事業

等に係る補助の特別措

置 

次のいずれかに該当する災害 

 ① 当該市町村内の農地等の災害復旧事業に要する経費 

               ＞当該市町村の農業所得推定額×10％ 

   （災害復旧事業に要する経費が1千万円未満のものを除く。） 

    ただし、当該経費の合算額がおおむね5千万円未満である場合を 

   除く。 

 ② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に掲 

  げる災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災 

  害に係る被害箇所の数がおおむね十未満のものを除く。） 
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適用条項 適用措置 指 定 基 準 

第6条 農林水産業共同利用施

設災害復旧事業費の補

助特例 

次のいずれかに該当する災害 

 ① 当該市町村内の農地等の災害復旧事業に要する経費 

               ＞当該市町村の農業所得推定額×10％ 

   （災害復旧事業に要する経費が1千万円未満のものを除く。） 

    ただし、当該経費の合算額がおおむね5千万円未満である場合を 

   除く。 

 ② ①の農地等の災害復旧事業に要する経費の見込額からみて①に掲 

  げる災害に明らかに該当することとなると見込まれる災害（当該災 

  害に係る被害箇所の数がおおむね十未満のものを除く。） 

   ただし、上記に該当しない場合であっても、水産業共同利用施設 

  に係るものについて、当該市町村の漁業被害額が当該市町村内の農 

  業被害額を超え、 

   かつ 

  当該市町村内の漁船等の被害額 

               ＞当該市町村の漁業所得推定額×10％ 

  （漁船等の被害額が1千万円未満のものを除く。） 

   ただし、これに該当する市町村ごとの当該漁船等の被害額を合算 

  した額がおおむね5千万円未満である場合を除く。 

第11条の2 森林災害復旧事業に対

する補助 

当該市町村内の林業被害見込額（樹木に係るもの） 

    ＞当該市町村に係る生産林業所得推定額（木材生産部門）×1.5 

（林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得（木材生産部門）推定 

 額のおおむね0.05％未満のものを除く） 

かつ 

（１）大火による災害にあっては、要復旧見込面積＞300㏊ 

又は 

（２）その他の災害にあっては、要復旧見込み面積 

       ＞当該市町村の民有林面積（人工林に係るもの）×25％ 

第12条 

 

第13条 

中小企業信用保険法に

よる災害関係保証の特

例 

小規模企業者等設備導

入資金助成法による貸

付金の償還期関等の特

例 

中小企業関係被害額＞当該市町村の中小企業所得推定額×10％ 

（被害額が1千万円のものを除く） 

 ただし、当該被害額を合算した額がおおむね5千万円未満である場合を

除く。 

 

第24条 小災害債に係る元利償

還金の基準財政需要額

への算入等 

第2章（第3条及び第4条）又は第5条の措置が適用される場合 

なお、局地激甚災害指定基準による公共土木施設等及び農地等に係わるものについては、災害査定

によって決定した災害復旧事業費を指標としているため、翌年になってから指定することとなってい

る。 

この場合、公共土木施設等については、所定の調査表により局地激甚災害に関する必要な事項等を

調査する。 

４．特別財政援助等の申請手続き等  

町長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係部局に提出しな

ければならない。 
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５．激甚法に定める事業及び関係部局 

適用条項 事  業  名 県関係部局名 

第 3 条 

１ 公共土木施設災害復旧事業 土 木 部 

２ 公共土木施設災害関連事業 土 木 部 

３ 公立学校施設災害復旧事業 教 育 庁 

４ 公営住宅施設災害復旧事業 土 木 部 

５ 生活保護施設災害復旧事業 

健 康 福 祉 部 

６ 児童福祉施設災害復旧事業 

７ 老人福祉施設災害復旧事業 

８ 身体障がい者参加支援施設災害復旧事業 

９ 障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又

は障害者福祉サービス（生活介護、自律訓練、就労移行

支援又は就労継続支援に限る）の事業の用に供する施設

の災害復旧事業 

10 女性保護施設災害復旧事業 環 境 生 活 部 

第 3 条 及び 

 第 19 条 

11 感染症予防事業 
健 康 福 祉 部 

12 感染症指定医療機関災害復旧事業 

第 3 条 及び 

第 9 条 
13 堆積土砂排除事業 

農 林 水 産 部 
土 木 部 

第 3 条 及び 

第 10 条 
14 湛水排除事業 

農 林 水 産 部 
土 木 部 

第 5 条 
15 農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業又は当該

農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関
連事業 

農 林 水 産 部 

第 5 条 及び 

第 6 条 
16 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 農 林 水 産 部 

第 7 条 17 開拓者等の施設の災害復旧事業 

農 林 水 産 部 

商 工 労 働 部 

第 8 条 
18 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に関

する暫定措置 

第 11条及び 

第 11条の 2 

19 共同利用小型漁船の建造費の補助 

20 森林災害復旧事業 

第 12 条 21 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

第 13 条 
22 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償

還期間等の特例 

第 14 条 23 事業協同組合等の施設の災害復旧事業 

第 16 条 24 公立社会教育施設災害復旧事業 教 育 庁 

第 17 条 25 私立学校施設の災害復旧事業 総 務 部 

第 20 条 26 母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 健 康 福 祉 部 

第 21 条 27 水防資材費の補助の特例 
土 木 部 

第 22 条 28 り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

第 24 条 
29 公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害に係る地方

債の元利償還金の交付税の基準財政需要額への算入 

総 務 部 
農 林 水 産 部 
土 木 部 
教 育 庁 

第 25 条 30 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 商 工 労 働 部 
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 風水害等対策編－第５章  事故災害等対策計画 

 

Ⅰ 流出油事故対策計画 

 

 第 1節  災害予防 

 

【基本方針】  

 流出油事故による災害を未然に防ぐとともに災害発生時に効果的に対応できるよう、流出油

事故の覚知・評価、油防除並びに回収油の輸送・処理等の実施体制を整備しておくほか、環境・

風評・補償対策等の被害回復対策に関し関係機関等との間で合意形成を図るなどの基本的な対

策を推進する。また、流出油事故に関する防災訓練、防災知識の普及・啓発に努める。 

 

第 1．油防除実施体制の充実・強化 

流出油事故が発生した場合に、被害を最小限に止めるためには、初期の段階において必要

な人員、船舶、防除資機材等有効な防除能力を組織的に先制集中する必要がある。このため、

平常時から、町、国、県をはじめ、河川・道路管理者その他の関係者が、役割分担を明らか

にして連携体制を構築しておくことが極めて重要である。 

そこで、流出油事故の覚知、初期評価、油防除（除去）活動、回収油の運搬・処理等の一

連の防除措置について、関係者が一体となった防除体制の確立を図る。 

 

１．覚知及び初期評価体制の充実強化 

①  情報収集伝達機器の整備等 

油防除措置を効果的に実施するためには、早い段階で、流出油の種類、性状、両、拡散状

況等に関する情報をできるだけ正確に収集する必要がある。 

このため、町はデジタルカメラ、パソコン、携帯電話等による写真の電送手段や画像伝送

システム等を整備するとともに、災害時に的確に使用できるよう日常業務又は訓練を通じて、

使用方法等について習熟を図る。 

② 通報要領の定型化 

漂流油の状況変化についての認識が統一できるよう、防災関係機関間で協議の上、通報要

領の定型化を図る。 

③ 河川区域の自然的・社会的・経済的諸情報の整理 

初期評価を迅速かつ的確に実施するためには、河川区域の自然的・社会的・経済的諸情報

（水質、底質、工業用水等の取水口、鳥類の渡来・繁殖地、植生、史跡名勝天然記念物等に

関する情報）を事前に一元的に把握しておくことが極めて有効である。 

そこで、町は管轄（管理）区域を持つ防災関係機関の協力を得て、これらの情報を収集・

整理し、一元化を図った上で、防災関係機関間で共有化できるよう努める。 

 

２．油防除（除去）体制の充実強化 

①  広域相互応援体制整備の充実強化 

大規模な流出油事故発生時には、一地域の防災機関では対応できない事態が想定されるた

め、他地域からの応援又は他地域への応援を必要とする場合に備え、町及び県は、県内外の

広域相互応援体制を整える。 

②  防除資機材の整備 

油防除（除去）活動には、次の表に例示する多くの資機材が必要となる。そこで、町、県

中国地方整備局等は、流出油事故時にこれらを迅速かつ的確に確保するために、連携して必

要な資機材の備蓄を推進する。特に町及び県は漂着油の除去、回収が主な応急対策となるこ
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とから、過去の流出油事故時にニーズの高かった表中に＊印を付した品目の防除資機材の整

備に努めるものとする。 

また、災害時に必要な資機材の把握、要請、輸送、管理、配分等の実施方法について関係

機関で十分協議し、資機材を保有する機関や事業者からの調達が円滑に行える体制を整備し

ていく。 

資機材の種類 具体例 

油の拡散を防止するための資機材 オイルフェンス、オイルマット等＊ 

油を機械的に回収するための資機材 油回収船、油回収装置等 

油を物理的に回収するための資機材 油吸着材、油ゲル化剤等 

油の分解を促すための資機材 油処理剤＊ 

応急的・補助的に回収するための資機材 ひしゃく、たも、バケツ等＊ 

回収した油を一時貯留するための資機材 ドラム缶等＊ 

漂着した油の清掃のための資機材 高圧温水洗浄機、ふるい等 

活動要員をサポートするための資機材 活動を記録するためのカメラ、マスク、作業着、

手袋等 

輸送用の資機材 船舶、車両等 

③  地元住民、ボランティア等防除作業実施者の健康安全確保対策 

町は、油の除去に当たって、地元住民、ボランティア等防除作業実施者が健康かつ安全に

活動できるよう、医師会及び日本赤十字社と協議の上、あらかじめ作業の危険性、着衣の配

慮等を含む健康安全上の配慮事項について検討し、整理しておく。 

また、災害発生時に作業現場への周知を円滑に図れるよう健康安全確保のための体制整備

に努める。 

 

３．回収油の輸送・一時保管・処理体制の充実強化 

① 回収油処理業者、処理場の確保・一時保管の確保 

町は、産業廃棄物に当たる回収油を迅速かつ的確に運搬し、処分することができるよう、

町内外の産業廃棄物処理業者の所在地、処理能力等を把握するとともに、災害時に大量に発

生する回収油の受入れ可能性について十分に調査しておく。また、処分までの間一時保管す

る場所を確保する。 

 

第２．被害回復対策等の充実・強化 

流出油事故が発生した場合には、監視、除去、処理といった防除関係の直接的な作業に加

え、自然環境への影響評価、風評対策、補償対策等広範な作業が並行して実施される。 

そこで、より早期の段階から体制が確立され、これらの対策が円滑に実施されるよう、平

常時から関係機関間で協議し、合意形成を図る。 

 

１．環境対策の充実強化 

① 河川の水質、底質等の測定 

町は、事故発生後の環境影響調査の結果と効果的に比較することができるよう、モニタリ

ングポイントを設定し、定期的な水質、底質等の測定を行い、その結果を整理しておく。 

② 環境対策に係る情報及び知見の収集・整理 

町は、流出油事故による環境への影響に関する情報及び知見を収集し、事故発生時の環境

影響調査及び評価に活用できるよう、整理しておくとともに、環境対策の実施に当たって、

専門家による情報提供、助言等を迅速に得られるよう、あらかじめ専門家に関する情報を収

集・整理しておく。 

また、これらの情報及び知見を関係機関間で有効に活用できるように、その共有化に努め

る。 
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③ 水鳥救護対策の充実 

町は、油により汚染された水鳥の捕獲、搬送、洗浄、治療、リハビリテーション、放鳥ま

での水鳥救護活動が適切に実施されるよう、捕獲・搬送体制、洗浄・治療の場の確保、汚染

水鳥の取り扱い方等について、県及び獣医師会その他の関係団体と協議し、水鳥救護対策の

充実を図る。 

④ 環境庁等の実施する研修等への参加の検討 

町及び県は、環境庁等が実施する環境対策に関連する研修等への職員の参加について検討

し、人材の育成に努める。 

  

２．風評対策の充実強化 

① 基礎データの収集 

町は、事故発生後の調査結果と効果的に比較することができるよう、各観光地における観

光入り込み客数等の情報を収集し、整理しておく。 

② 関係機関との連携体制の確立 

町は、災害発生時に関係機関が一体となって風評対策を実施することができるよう、商工

観光業関係者、報道機関等との連携体制を確立しておく。 

 

３．補償対策の充実強化 

① 補償制度の把握 

町は、油濁損害に対する補償制度に関する情報（補償制度の概要、請求先、請求手続き、

補償対象となる費用等）を収集し、整理のうえ商工観光業関係者等関係機関へ周知を図る。 

② 補償請求方法等の検討 

町は、補償請求段階で費用と現場の作業との関連性を示すことができるように、平常時か

ら作業内容及び経費の把握方法、写真等の証拠書類の整備方法等について検討し、整理して

おく。 

 

第３．防災訓練及び防災知識の普及・啓発 

 

１．油防除（除去）に係る訓練の実施 

油防除（除去）活動には、中国地方整備局、県、町、自衛隊等多数の機関が関係してくるこ

とから、これらの機関相互の連携が的確になされるよう、油防除（除去）に係る総合的な防災

訓練（図上訓練を含む。）を定期的に実施する。 

その際には、気象、対応区域、排出油の粘土等の事故想定を実態に即したものとし、より実

践的な訓練となるよう留意する。 

また、訓練後には十分な評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じその後の体制の改善

を図る。 

 

２．防災研修への参加の検討 

流出油事故発生時には、県、町及び消防本部の職員も防除作業に関わることとなるため、必

要な知識等を習得しておく必要がある。 

このため、海上災害防止センター等が実施する各種研修へ職員を参加させることについて検

討し、人材の育成に努める。 

第 2節  災害応急対策 

 

【基本方針】  

 流出油災害が発生した場合には、その影響範囲が複数の市町村の河川敷等広域にわたり、ま

た、地元住民やボランティアも含む数多くの機関、団体が関与することとなる。そのため、町
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及び各防災関係機関は、収集・連絡された情報に基づき、災害応急活動体制を確立し、流出油

に対する効果的な応急対策を実施する。 

 

第 1．災害応急活動体制の確立 

本計画の想定する流出油災害が発生した場合、その影響範囲が複数の市町村の河川敷等広

域にわたり、また、地元住民やボランティアも含む数多くの機関、団体が関与することとな

る。 

したがって、町、県、中部地方整備局等の各防災関係機関は、収集・連絡された情報に基

づき、迅速かつ的確に応急措置を実施することができるよう、直ちに必要な活動体制をとる

とともに、これら防災関係機関は、緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

１．流出油事故対策本部の設置・廃止 

①  設置の基準 

危機管理課長は、流出油事故が発生し、河川敷等に流出油が漂着し、被害が発生するおそ

れがあり、警戒体制をとる必要が生じた場合、又は流出油事故により、河川敷等に流出油が

漂着し被害が発生した場合、流出油事故対策本部（以下、「事故対策本部」という。）を設置

する。 

②  廃止の基準 

事故災害対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された災害に係る危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められると

き。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から特に対策に要すると認めた場合、災害対策本部の設置を決

定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対策

本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議にお

いて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

第 2．災害情報の収集・伝達 

１．事故情報等の連絡 

流出油事故の発生時には、情報交換を迅速かつ的確に図るものとする。 

 

２．流出油事故情報の収集・把握 

町は、河川、湖沼の巡視とともに、事故状況、被害状況等の情報収集に努め、県、自衛隊、

警察署など、その時点で特に伝達する必要のある機関に対し優先してきめ細かい情報を伝達す

るなどその対応に努める。 

 

第 3．流出油に対する応急対策 

 流出した原油又は重油は、時間とともに拡散し風化するため、作業が広範囲に及ぶだけで

なく、回収しなければならない量も２、３倍に増える。 

 したがって、中国地方整備局を中心とする防災関係機関は、流出油事故を覚知した時は、

直ちに初期評価（流出油の現状把握、防除方針の決定及び伝達）を行い、流出油防除を迅速

かつ的確に実施するための協力連携体制を確立し、初動段階において有効な防除勢力先制集

中を図る。 
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１．流出油の防除 

① 流出油の回収活動等 

町は、各連絡議会で決定された除去方針を踏まえ、管内の消防本部、警察署、地元住民、

ボランティア、自衛隊の災害派遣部隊等と共同で、概ね次に掲げる活動を展開する。 

なお、防除資機材については、手袋、作業着、ひしゃく等の消耗品は町の備蓄品又は町内

での調達で対応することとするが、不足するものについては県へ要請する。 

ア．河川区域の監視 

イ．河川区域での除去活動の実施 

ウ．回収油の一時集積場所への貯留 

エ．除去活動情報の収集及び県への伝達 

オ．取水停止、給水車による給水等水道対策の実施 

② 医療救護活動 

町は、県及び医師会、看護協会、日本赤十字社島根県支部等と連携を図りながら、傷病者

等の発生状況について、情報収集を行い、それに基づいて、除去作業者の安全・健康の保持

を図るため、防除活動の拠点において医師、看護師等の派遣による救護所の設置、健康相談

の実施等の措置をとる。   

③ ボランティア活動の支援 

町は、流出油事故発生直後から、ボランティア関係団体と連絡を密にし、ボランティア活

動のニーズ、活動状況、留意事項等のボランティアに関する情報収集に努めるとともに、そ

の活動を支援するため、必要な対策を実施する。 

 

２．回収油の運搬・処理 

① 回収油の位置付け 

河川敷又は湖岸に漂着した油を回収し、一時保管場所等に集積された廃油等は、船舶所有

者又は車両所有者等の事故原因者が運送活動に伴い排出した産業廃棄物として取り扱われ

る。 

したがって、廃油等の収集運搬及び処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づく廃棄物処理基準に従い、適正に処理する。 

② 油処理に関する情報の収集提供 

町は、回収された油等の量、処理作業の状況を把握するとともに、他市町村、関係業界団

体等の協力を得て、回収した油等の貯留・搬送に従事可能な事業者及び回収した油等の処理

施設、当該受入れ可能量等の情報を収集・整理し、船舶所有者等の関係者に対し提供等を行

うなど必要な支援を実施する。 

③ 漂着油の回収方法及び処理方法 

河川敷または湖岸に漂着した油の回収方法については、回収油の性状（油だけのもの、油

が付着した砂、油の付着した資機材等）によって処理の方法（焼却処理、管理型最終処分場

における埋立処理等）が異なるため、専門家による指導あるいは助言を得て、効率面だけで

はなく、処理方法を考慮した上で、回収方法を決定する。 

なお、漂着油が付着した砂の重機による回収方法は、効率的ではあるが回収後の処分が困

難となることに留意する必要がある。 

④ 回収油の保管方法 

ドラム缶等の集積保管場所については、回収後の運搬方法及び産業廃棄物処理施設への搬

出方法（車両輸送、鉄道輸送又は船舶輸送）並びに近隣地域住民の生活環境保全上の観点か

ら選定すること。 

また、ドラム缶によって保管する場合には、回収油の飛散流出、地下浸透及び揮発の防止

並びに運搬中における流出防止のために、ふたを閉める等により密閉すること。 
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なお、季節によっては気象条件等により集積保管場所から処分先への搬出が計画通りに進

まず時間を要する場合も考えられるため、十分な保管場所を確保する必要がある。 

⑤ 再生利用の検討 

回収された廃油、油混じりの砂等で、再生利用が可能なものについては再生利用に努める。 

 

３．環境対策 

① 環境対策の実施 

初期評価の段階から水質・底質、水産資源、水鳥、植生等に関する総合的な環境対策検討

委員会を設置し、事故の影響の実態把握、環境復旧対策、野生生物救護対策、史跡名勝天然

記念物対策等の方針を決定し、この対応方針に基づき防災関係機関が連携して環境対策を実

施する。 

なお、環境対策の実施に当たっては、各専門家による指導・助言等の活用を図るものとす

る。 

② 健康調査の実施 

油の漂着直後は、油の揮発性成分の異臭による健康への影響が考えられるため、住民、ボ

ランティア等の防除活動従事者に対する健康調査を実施するとともに、大気調査を実施する。 

 

４．風評対策 

① 連絡会議の設置 

町は、風評による観光客離れ等を防止するため、流出油事故発生直後から、商工観光業関

係者、報道機関等の協力を得て風評対策連絡会議を設置し、対策の方針を決定する。 

② 風評対策の実施 

流出油風評対策連絡会議において決定された対策方針に基づき、関係機関が協力して迅速

かつ的確に次に掲げるような風評対策活動を実施する。 

ア．風評の発生予測（初期段階） 

イ．風評の実態把握 

ウ．風評による観光、消費への影響調査 

エ．風評に対応するための客観資料の収集 

オ．風評による被害を被った中小企業に対する緊急融資 

カ．各種メディアを通じたキャンペーン活動 

 

５．補償対策 

① 関係機関における対応 

町、中国地方整備局、商工観光業関係者等の関係機関は、保険会社等補償関係者からの情

報収集に努めるとともに、作業内容及び経費の把握、写真等の証拠書類を整備し、補償請求

を行う。 

② 関係機関の連携 

町、中国地方整備局、県、商工観光業関係者等の関係機関は、補償請求について相互の連

携を図るため、会議の開催等を行うことにより補償対策について情報の交換、補償請求の請

求方針等の確認を行う。 

 

６．情報の発信、問い合わせ処理 

① 情報発信活動 

ア．各種情報の収集・整理 

町は、防災関係機関との情報交換を密にし、油流出事故対策に関する各種情報を収集・

整理する。この場合には、情報収集系統に混乱が生じないように留意する。 

また、災害発生初期には、不正確な情報が伝達される可能性があるため、できる限り正
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確な情報の収集に努める。 

イ．情報発信 

災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、それぞ

れの機関が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネッ

ト、広報紙、報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

なお、町及び県、指定行政機関、公共機関、関係事業者等は、情報の公表あるいは広報

活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

② 関係者等からの問い合わせに対する対応 

災害発生初期には、報道機関からの取材等各種問い合わせが集中する可能性がある。この

ため、広報部門での対応のほか、各部門での広報責任者を明確にすることにより、適切に対

応できるよう努める。 

 

第 3節 災害復旧 

 

１．被害回復活動の推進体制の確立 

町及び県は、油流出による各種被害からの回復を総合的に推進する必要があると認められるとき

は、関係部課で構成する被害回復推進会議を設置し、災害復旧対策の基本方針等を検討する。 

 

２．被災事業者、住民等の復旧支援 

町及び県は、流出油により被害を受けた商工観光業者関係、住民等の回復を支援するため、

総合的な相談窓口の設置、各種資金の貸付等の実施、必要に応じた租税の徴収猶予又は減免措

置を実施する。 

 

３．被災公共施設等の復旧 

町、国及び県は、迅速かつ円滑に被災した河川管理施設等の公共施設の復旧事業を行う。 

なお、復旧に当たっては、可能な限り復旧予定時期を明示するとともに、環境に配慮しつつ、

必要な措置を講ずる。 

 

４．事後の監視等の実施 

町及び県は、流出油の防除措置終了後も必要に応じて、防災関係機関と連携の上、パトロー

ル、環境影響調査、財産の被害の調査等を実施する。 

特に流出油事故による生態系等環境への影響は、回復に長時間を要することがあることから、

水質、底質、野生生物等への影響の調査を段階的・継続的に実施し、必要に応じて適切な措置

を講じる。 

Ⅱ 道路災害対策計画 

 

 第 1節  災害予防 

 

【基本方針】  

 道路構造物の被災等による災害を未然に防ぐため、道路の安全確保、災害応急・復旧体制の

整備、防災知識の普及・啓発等の基本的な対策を推進する。 

 

第 1．道路の安全確保 

１．道路交通情報の充実 

①  気象情報等の活用体制の整備 

町には気象台から伝達される各種気象情報等を有効に活用できるよう、県総合防災情報シ

ステムによりリアルタイムで気象情報等を伝達できる体制が整備されているが、関係職員が
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それらを道路災害に有効に活用できるよう習熟に努める。 

②  道路情報伝達体制の整備 

交通規制状況、う回路等の道路災害情報を正確かつ迅速に道路利用者に提供する情報案内

板等の路側通信機器の整備を進める。 

その他、県総合防災情報システムを活用した情報の収集・提供に努める。 

 

２．道路施設等の整備 

① 道路施設等の監視・点検体制の整備 

県等と連携を図り、応急復旧体制、道路管理連絡員制度など、より一層の整備を進める。 

② 災害防除事業の実施 

町は県と連携し、管理する道路において各種点検により判明した危険箇所の内、危険度が

高く緊急性の高い箇所から対策を進め、道路における災害の予防のために必要な施設の整備

をより一層進める。 

 

３．災害応急・復旧体制の整備 

① 関係機関の相互連携の確保 

災害発生時に速やかな応急体制を実施するため、国、県、江津邑智消防組合、警察署、日

本赤十字社島根県支部、医師会などとも連携を図り、より一層の情報の収集・伝達体制の整

備を図る。その際、夜間、休日の場合においても対応できる体制の確立を図る。 

② 通信体制の整備 

既存の道路連絡体制を活用し、情報通信システムの強化を図る。又、情報を確実に通信で

きるよう、有線回線だけでなく防災行政無線や国土交通省マイクロ回線等の連絡回線の相互

利用等による連絡ルートの複数化や停電対策の検討を行う。 

又、平常時において無線通信設備の点検を実施するとともに、県及び各道路管理者等と連

携して通信訓練等を行うなど、災害時の通信手段の整備を推進する。又、トンネル内におい

て、利用者がより迅速・正確に通報できるよう非常通報設備の整備を推進する。 

③ 情報管理体制の確立 

道路交通情報センターからの情報提供や県総合防災情報システム、衛星通信ネットワーク

等によるヘリテレ映像による情報共有により、情報の収集・伝達体制の整備を推進する。 

 

４．組織体制の整備 

① 参集及び動員の体制 

町は大規模な道路災害に備え、迅速かつ的確な応急対策を実施することができるよう、風

水害の動員配備体制に準じた体制を検討する。事故災害の規模に応じた職員の非常参集体制

について検討する。 

又、道路災害に対応した、職員の応急活動マニュアル等の作成を検討する。 

② 防災関係機関の相互連携体制の強化 

県、警察、自衛隊等と災害時における協力体制や役割分担について事前に協議しておく。 

 

５．救助・救急、医療救護及び消火活動体制の整備 

① 救助・救急活動 

町及び江津邑智消防組合は、必要な救急車等の車両、道路災害に対応した救急救助用資機

材を検証し、必要性に応じ順次整備を進めていく。 

② 医療救護活動 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

③ 消火活動 

江津邑智消防組合と平常時より連携を図り、道路災害における消火活動に備えておく。 
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６．交通の確保・緊急輸送体制の整備 

各道路管理者は、災害応急対策活動の円滑な推進のため緊急通行車両の事前届出をしておく。 

本編第 2 章第 11 節「交通確保・規制体制の整備」を参照。 

 

７．危険物等流出防除活動体制の整備 

江津邑智消防組合においては高圧ガス、火薬類等については、事故取扱要領が整備されてい

るが、それ以外の危険物については適宜対応する体制となっている。 

町は、各種の危険物等の流出時に適切な防除活動が行えるよう検証し、必要な資機材の整備

を進める。 

 

８．応急復旧活動体制の整備 

現在、災害時の道路啓開や応急復旧に関しては、各道路管理者が適宜業者を選定して対応し

ているが、迅速・的確に活動を実施するため、建設業協会の協力により必要な人員・資機材を

確実に活用できる体制を整備しておく。 

又、必要に応じ重要な施設の構造図等の資料の整備も進める。 

 

第 2．防災知識の普及・啓発及び防災訓練 

 

１．防災知識の普及・啓発 

道路災害の危険を軽減するため、防災訓練や広報紙の活用など様々な方法・機会を通じ、道

路災害に際しての対応等の防災知識の普及・啓発に努める。 

 

２．防災訓練 

県の行う総合防災訓練と連携し、訓練の充実を図る。 

なお、訓練の後には事後評価を実施し、課題等を整理し、必要に応じた体制の改善を図る。 
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第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

  大規模な事故や災害等の発生により道路構造物の被災等が発生した場合の各種応急対策を実

施する。 

 

第 1．災害情報の収集・伝達 

１．事故情報等の連絡 

大規模な事故、災害等の発生時には、情報交換を迅速かつ的確に図るものとする。 

 

２．被害情報等の収集・伝達 

道路災害の情報について町は、県、自衛隊、警察署など、その時点で特に伝達する必要のあ

る機関に対し優先してきめ細かい情報を伝達するなどその対応に努める。 

 

第 2．災害応急活動体制の確立 

 大規模な道路災害が発生した場合において、県、防災関係機関と協力して災害の拡大防止及び

被災者の救援救護に努め、被害の発生を最小限に留めるため、収集された情報に基づき必要な組

織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

１．道路災害対策本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

危機管理課長は、道路災害が発生し多数の人的被害が生じるおそれがある場合、又は多数

の人的被害が発生した場合、道路災害対策本部を設置する。 

② 廃止の基準 

道路災害対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から特に対策に要すると認めた場合、災害対策本部の設置を決

定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対策

本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議にお

いて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

第 3．救助・救急、医療救護及び消火活動 

各道路管理者は、町、県、警察署、江津邑智消防組合等の要請により、救出・救助の初期活動

に協力することが求められた場合、迅速に救出・救助体制を確立し関係機関の連携について調整

し活動を実施する。 

 

１．救助・救急活動 

本編第 3 章第 9 節「救急・救助活動」を参照。 
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２．医療救護 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

 

３．消火活動 

① 江津邑智消防組合の体制 

町（江津邑智消防組合）は、町域内の道路災害により消火活動の必要が認められた場合、

迅速に消防体制を確立し、消防活動を実施する。 

② 他の江津邑智消防組合に対する応援要請 

他の江津邑智消防組合に対する応援要請については、本編第 3 章第 4 節第 2.「他市町村、

防災関係機関等への協力要請」を参照。 

③ 自衛隊の災害派遣要請 

自衛隊の災害派遣要請については、本編第 3 章第 5 節「自衛隊の災害派遣体制」を参照。 

 

第 4．交通の確保・緊急輸送活動 

道路災害発生時には、道路交通事情の悪化等による交通渋滞が発生し、救急・救助、消火活動

等への支障が予想される。このため、迅速かつ適切に交通規制を実施することにより救急・救助、

消火活動等のための交通を確保する必要性がある。 

 

１．交通規制等 

本編第 3 章第 12 節「交通確保、規制」を参照。 

 

２．緊急輸送手段の確保 

本編第 3 章第 13 節「緊急輸送」を参照。 

 

第 5．危険物等流出に対する応急対策 

危険物等流出事故が発生した場合は、江津邑智消防組合が事故対応を実施するが、対応しきれ

ない場合等は、道路管理者は江津邑智消防組合のほか警察署等関係機関と密に連絡をとり、初動

段階から相互に連携した防除活動、避難誘導活動等を実施し、危険物による二次災害の防止に努

める。 

 

第 6．災害広報の実施 

災害広報の実施については、本編第 3 章第 3 節「災害広報」を参照。 
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第 3節 災害復旧 

 

１．復旧事業 

道路管理者は、あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び建設業者等との連携により、

迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を実施する。大規模災害時において、復旧のため

の資機材や人員が不足する状況下では、優先順位（第 1 次、第 2 次、第 3 次の緊急輸送道路の

順）を付けながら実施するなど規模に応じた対応を実施し、早急な復旧に努める。 

なお、応急復旧の優先度については、ネットワークとしての通行機能が十分に確保できるよ

うな手段で設定する。 

又、応急復旧を円滑に遂行するため、通行を禁止又は制限している区間における道路情報に

ついて、道路利用者に対して積極的な広報等を行う。 

 

２．緊急点検 

復旧事業と併せて、被災箇所以外の道路施設について、再発防止のための緊急点検を実施す

る。応急復旧活動とは別に、点検に必要な体制を確立できるように努める。 
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Ⅲ 危険物等災害対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

 危険物災害による被害を未然に防ぐため、危険物等関係施設の安全性の確保、災害情報の収

集・伝達体制の整備、災害応急活動体制の整備、防災知識の普及・啓発に係る基本的な対策を

推進する。 

 

第 1．危険物等関係施設の安全性の確保 

１． 高圧ガス、石油類等の危険物施設 

① 予防査察等の強化 

消防署は、製造所、販売所、貯蔵所、取扱所等の施設並びに消費場所における取扱の基準

適合を検査するため随時保安検査、立入検査を実施し、危険物に起因する災害の予防、指導

取締りを実施するものとする。 

② 関係事業者に対する指導強化 

消防署は、関係事業者に対し、その所有又は占有する製造所、販売所、貯蔵所、取扱所等

の施設及び取扱が関係法令に規定する技術上の基準に適合し、かつ維持するための自主保安

体制を確立させる。又、従事者に対しても指導を行う。 

なお、危険物規制対象箇所状況については附属資料を参照。 

 

２．毒劇物取扱施設 

町は、県と協力して毒劇物取扱施設の実態把握に努める。 

ア．研修会等で防災教育の徹底 

イ．立入検査時の施設の安全化指導 

ウ．毒劇物の流出等の防止及び中和等の除去等活動体制の整備 

エ．緊急連絡、資材確保等のマニュアルの整備 

オ．治療方法を記した書類の整備 

 

第 2．災害情報の収集・伝達体制の整備 

危険物等災害により多数の死傷者を伴う大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれが

あるときには、多種多様かつ多量の災害情報が発生する。 

このため、町、県、江津邑智消防組合及び関係機関が迅速かつ的確に防災対策を実施するため

には、これらの災害情報を迅速かつ的確に収集・伝達・処理するソフト、ハード両面の仕組みの

整備が必要である。そのため、無線等の伝達機器の整備を図るとともに、災害時に的確に使用で

きるよう日常業務又は訓練を通じて、使用方法等について習熟を図る。 

 

第 3．災害応急活動体制の整備 

各危険物施設並びにその周辺及びそれ以外の地域において、危険物等災害により多数の死傷者

を伴う大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、効果的な応急対策を実施

できるよう、町及び防災関係機関は防災体制を整備し、県等の関係機関との相互連携体制を確立

する。 

① 参集及び動員の体制 

町は、大規模な危険物等災害に備え、迅速かつ的確な応急対策を実施することができるよ

う、風水害の動員配備体制に準じた体制を検討する。 

② 応急活動マニュアルの整備 

職員に周知するとともに、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職
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員、機関等との連携についての応急活動のためのマニュアルの作成を検討する。 

 

第 4．防災資機材の整備 

町は、各種危険物等の性質を考慮し、必要な防災資機材の整備を図る。 

 

第 5．防災知識の普及・啓発 

町は、危険物等災害の危険を軽減するため、防災訓練や広報紙の活用など様々な方法・機会を

通じ、防災知識の普及・啓発に努める。 

 

 

第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

 危険物等災害が発生した場合、被害が広範囲に渡るおそれがあるため、県をはじめとする各

機関と連携し各種応急対策を実施する。 

 

第 1．災害情報の収集・伝達 

危険物等災害への対応を効果的に実施するため、相互の密接な連携の下に危険物の種類、性状、

量、拡散状況等についてできるだけ正確かつ詳細な情報の入手に努める。 

伝達系統としては、その状況下において最も迅速かつ確実な手段により行うが、県総合防災情

報システムを有効に使用する。 

 

第 2．災害応急活動体制の確立 

危険物等災害が発生した場合、町は県及び江津邑智消防組合、防災関係機関と協力して災害の

拡大防止及び被災者の救援救護に努め、被害の発生を最小限に留めるため、収集された情報に基

づき必要な組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

１．危険物等対策本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

危機管理課長は、危険物等災害が発生し、多数の人的被害が生じるおそれがある場合、又

は多数の人的被害が発生した場合、危険物等対策本部を設置する。 

② 廃止の基準 

危険物等対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から、特に対策に要すると認めた場合、災害対策本部の設置を

決定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対

策本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議に

おいて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

第 3．危険物等の漏洩・拡大防止活動 

危険物等が流出・漏洩した場合は、施設管理者が初期対応を実施するが、対応しきれない場合

等は、町は防除活動、避難誘導活動等に協力し危険物等による被害の拡大防止に努める。 
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１．実施責任者 

① 危険物、高圧ガス、火薬類の施設の所有者、管理者又は占有者は、災害時における危険物

等の保安措置を行うものとする。 

② 災害時における危険物等による災害の防止のために必要な応急措置は、本部長（町長）が

行い総務部が当たる。 

 

２．高圧ガスの保安対策 

① 活動方針 

高圧ガス関係の事業所及びその近隣に災害が発生し、又は発生するおそれがある危険な状

態となった場合において責任者は速やかに応急措置をとるとともに、町・警察署及び消防署

に通報する。又、通報を受けた者は、直ちに関係機関並びにガス事業者に連絡すると同時に

災害防止の緊急措置をとる。 

② 応急措置 

施設の管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、町・警察署及び消防

署と連絡をとり次の措置をとる。 

ア．危険物の取扱作業を中止し、安全場所への移動、漏洩、浮上及び流出の防止措置をとる。 

イ．住民の安全を確保するため、必要に応じ火等の使用制限、危険区域を定め、付近の住民

に避難するよう警告する。 

ウ．水害に対しては、危険物貯蔵タンク、容器の流出防止のための措置を講ずる。流出した

場合は、これによる災害が発生しないよう町、消防、警察等の関係機関との連絡を密にし

て回収に努める。 

 

３．石油類等の保安対策 

① 活動方針 

施設の管理者等は施設及びその近隣に災害が発生し、又は発生するおそれがある危険な状

態となった場合は、速やかにその対応措置をとるとともに、町・警察署及び消防署に通報す

る。 

② 応急措置 

施設の管理者等は災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは危険物の取扱作業の中

止、安全な場所への移動、漏洩、浮上及び流出の防止措置をとるとともに町、消防署及び警

察署に通報する。通報を受けた者は、直ちに関係機関に連絡するとともに、災害防止の緊急

措置をとるほか、必要に応じ付近の住民に避難先等を明示して退避するよう勧告する。 
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第 4．救助・救急及び医療救護 

危険物等災害が発生した場合の救助・救急、医療救護及び消火活動に当たっては、各危険物施

設管理者と江津邑智消防組合に協力する。 

 

１．救助・救急活動 

本編第 3 章第 9 節「救急・救助活動」を参照。 

 

２．医療救護 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

 

第 5．災害広報の実施 

災害広報の実施については、本編第 3 章第 3 節「災害広報」を参照。 
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Ⅳ 大規模な火事災害対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

大規模な火事災害による被害を、未然に防ぐための基本的な対策を推進する。 

 

第 1．大規模な火事災害に強いまちづくり 

１．まちの不燃化の推進 

本編第 2 章第 3 節第 4.「まちの不燃化」を参照。 

 

２．大規模な火事災害に対する建築物の安全化 

大規模な火事災害時には、出火状況や気象条件等により広範囲に渡る延焼・焼失等の被害が

予想される。特に、庁舎、医療機関、学校等の防災機関施設、地域生活の根幹をなす上・下水

道、電力、ガス、通信等のライフライン施が被害を受けた場合、その影響は極めて大きい。こ

のため、建築物の安全性を確保し、大規模な火事災害に強い公共施設等を整備することにより、

建築物・公共土木施設等災害の防止対策を推進する。 

 

第 2．災害応急・復旧体制の整備 

１．情報収集・伝達体制の整備 

① 火災警報等の伝達体制の整備 

町は、住民に対し、火災警報の内容及び発令されたときの措置を周知徹底しておくととも

に、広く警報等を伝達できるよう必要な防災行政無線、サイレン、消防信号等の伝達手段を

整備する。 

② 県総合防災情報システム等の活用体制の整備 

防災関係職員の県総合防災情報システムの活用方法の習熟を促進するほか、火災の発見か

ら応急活動実施過程での気象情報の収集・伝達など、大規模な火事災害に対応したシステム

の活用体制の整備を進める。 

③ 夜間・休日等における体制の整備 

町は、県など関係機関相互において、夜間、休日の場合等にも対応できる情報の収集・伝

達体制の整備を図る。 

④ 通信体制の整備 

町は、現状の通信体制について、より一層の整備に努める。 

 

２．災害応急体制の整備 

町は、火災の規模に応じた各段階における参集配備体制について、風水害の動員配備体制に

準じた体制を整備する。 

又、大規模災害に対応できる職員の応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

 

３．救助・救急及び医療救護活動体制の整備 

① 救助・救急活動 

本編第 2 章第 9 節「救急・救助体制の整備」を参照。 

② 医療救護活動 

本編第 2 章第 10 節「医療体制の整備」を参照。  

４． 消火活動体制の整備 

① 消防水利の整備 

町は、大規模な火事災害に備え、消火栓のみならず防火水槽の整備、河川水等の自然水利
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の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水利としての活用等による消防水利の多様化を図

り、その適正配置に努める。 

② 住民との連携 

町は、消防署、消防団、住民組織等の災害時の連携体制について、平常時から体制の強化

を図る。 

特に、火災の通報や初期消火活動において、近隣住民等の協力が得られるよう消防署等は、

火災発生時の消防活動への協力について周知しておく。 

③ 資機材の整備 

町は消防署と連携し、消防用機械・資機材等の整備を進める。 

④ 被害想定の実施 

町は、区域内の大規模な火事災害の被害想定を実施し、消防署と住民組織等の防災訓練や

災害時の消火活動に効果的な活用が図れるようにする。 

 

５．避難収容活動体制の整備 

本編第 2 章第 8 節「避難予防対策」を参照。 

 

６．広域応援体制の整備 

本編第 2 章第 5 節「防災活動体制の整備」を参照。 

 

第 3．防災知識の普及・啓発及び防災訓練等 

１．防災知識の普及・啓発活動 

全国火災予防運動、防災週間等を通じ、住民に対して大規模な火事の被害想定等の活用によ

り、地域の危険性の周知や災害発生時にとるべき行動、避難行動等の防災知識の普及・啓発を

図る。 

又、教育機関においては、火災予防等防災に関する教育の充実を図る。 

 

２．各種防災資料等の配布 

地域住民の適切な避難や防災活動の促進のため、防災マップ、避難時の心得等の作成に努め、

住民等に配布する。 

 

３．防災訓練の実施 

町は、地域、職場、学校等において定期的な防災訓練を実施するよう指導し、住民の大規模

な災害発生時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図る。 

 

４．災害時要援護者への配慮 

防災知識の普及・啓発活動や防災訓練等を実施する場合、災害時要援護者に十分配慮し、地

域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努める。 
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第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

 大規模な火事災害を未然に防ぐための基本的な対策を推進する。又、大規模な火災になった

場合の適切な対応に努める。 

 

第 1．災害情報の収集・伝達 

町は、火災の発生状況、人的被害の状況、建築物等の被害の状況等を収集し、県総合防災情報

システムにより県に連絡する。 

又、直ちに情報収集連絡を行うための各種通信手段を確保する。 

 

第 2．災害応急活動体制の確立 

大規模な火事災害が発生した場合において、町は県及び防災関係機関と協力して、災害の拡大

防止及び被災者の救援救護に努め、被害を最小限に留めるため、収集された情報に基づき必要な

組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

１．大規模な火事対策本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

危機管理課長は、大規模な火事が発生し多数の人的被害が生じるおそれがある場合、又は

多数の人的被害が発生した場合、大規模な火事対策本部を設置する。 

② 廃止の基準 

大規模な火事対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から特に対策に要すると認めた場合、災害対策本部の設置を決

定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対策

本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議にお

いて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

第 3．救助・救急及び医療救護活動 

１．救助・救急活動 

本編第 3 章第 9 節「救急・救助活動」を参照。 

 

２．医療救護活動 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

 

第 4．消火活動 

本編第 3 章第 8 節「消防活動」を参照。 

 

第 5．交通の確保・緊急輸送活動 

本編第 3 章第 12 節「交通確保、規制」、第 13 節「緊急輸送」を参照。 
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第 6．避難収容活動 

避難収容活動については、本編第 3 章第 7 節「避難活動」を参照。 

なお、避難所は、本計画に定めてある施設のうち火災現場から風上、風横にある施設を指定す

る。 

 

第 7．災害広報の実施 

災害広報の実施については、本編第 3 章第 3 節「災害広報」を参照。 

 

 

第 3節 災害復旧・復興 

 町は、あらかじめ定めてある物資、資材の調達計画及び建設業者等との連携により、迅速かつ

円滑に被災した被災施設の復旧事業を実施する。 

ライフライン・交通輸送関係機関等は、復旧に当たり可能な限り地区別の復旧予定時期を明示す

る。 

 なお、被災施設の復旧に当たっては、現状復旧を基本としつつも、再度災害防止等の観点から、

可能な限り改良復旧等を行う。 
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Ⅴ 林野火災対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

近年、森林レクリエーションなどで山林に入る人が多くなり、たき火の不始末・飛び火、たば

この投げ捨てなどによる出火の危険性が高まっている。このため火災による広範囲にわたる林

野の焼失等による被害の防止、又はその軽減を図るための対策を推進する。 

 

第 1．林野火災に強い地域づくり 

１．林野火災に強い森林の造成 

森林所有者等は、森林内の尾根、林道周辺、住宅地周辺、渓流沿い等において耐火性のある

樹種を植栽し、防火林道、防火樹帯の整備を検討する。 

又、下刈の励行、除伐、間伐を行うことで林内を整備し、地上可燃物を減らすように努める。 

 

２．消防水利の整備 

森林内の調整池などが消防水利に役立つと考えられるため、町は県及び江津邑智消防組合と

連携してそれらを把握するとともに、防火水槽、ドラム缶等の簡易防火水槽、貯水槽の整備及

び河川水等の自然水利、水泳プール、ため池等の活用などにより、消防水利の対応化を図りそ

の適正配置に努める。 

 

３．防火線等の設置 

森林所有者等は、火災の延焼拡大を防ぐため必要に応じ防火線の配置を進める。防火線の配

置に当たっては、地形や風の条件、過去の火災の記録等から最大限の効果が得られるよう慎重

に決定する。 

なお、森林内の歩道・自動車道の存在は、焼け止まりや火勢を衰えさせる効果があり、防火

線等の機能も備えているため、消火活動の交通路・拠点としても重要である。町、県、江津邑

智消防組合等は状況を把握し、新設路線の選定には防火面にも配慮する。 

又、消防車両が進入できる林道の整備を進め、江津邑智消防組合は、森林内で消防車両が通

行できる道路を把握しておく。 

 

４．住宅地開発における指導 

林地開発による住宅地造成においては、林野と住宅が近接（概ね 10ｍ未満）し、相互の延焼

危険性が高くならないよう、間に道路などの防火帯を設置するなど計画段階から必要な指導を

検討する。 

又、必要な場合には、消防車両等のため、幹線道路と 2 方向でつながり車両の相互通行が可

能な幅員の道路の設置指導を検討する。 

 

第 2．災害応急・復旧体制の整備 

１．災害応急体制の整備 

町は、林野火災が住宅に延焼するおそれのある場合など、迅速な対応ができるよう必要な体

制を風水害の動員配備体制に準じた体制を検討する。 

又、大規模な火事災害に対応した職員の応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

 

 

２．救助・救急及び医療救護活動体制の整備 

① 救助・救急活動 
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本編第 2 章第 9 節「救急・救助体制の整備」を参照。 

② 医療救護活動 

本編第 2 章第 10 節「医療体制の整備」を参照。  

 

３．消火活動体制の整備 

① 空中消火体制の整備 

空中消火体制については、島根県防災ヘリコプター運航管理要綱が定められ、陸上自衛隊

出雲駐屯地及び益田広域消防本部において資機材の配備等がなされているため、町はヘリポ

ートの整備に努める。又、効果的な消火活動が実施するには空中消火隊と地上消火隊の緊密

な連携が不可欠であるため、訓練等を通じて連携の確保を図る。 

② 住民との連携 

町は、県及び消防署、消防団、住民組織等の災害時の連携体制について、平常時から体制

の強化を図る。 

特に、火災の通報や家屋への予備注水などの初期消火活動において、近隣住民等の協力が

得られるよう、火災発生時の消火活動への協力について周知しておく。 

③ 資機材の整備 

消防署は、軽可搬式消防ポンプ、可搬式散水装置・送水装置、林野火災用工作機器（チェ

ーンソー等）等の資機材の整備を進める。 

④ 残火処理体制 

大規模林野火災においては、広範な焼損区域を人海戦術により残火箇所を発見し、適切に

対処する必要があるため、必要に応じてこれに協力する。 

 

４．避難収容活動体制の整備 

本編第 2 章第 8 節「避難予防対策」を参照。 

 

５．広域応援体制の整備 

本編第 2 章第 5 節「防災活動体制の整備」を参照。 

 

６．二次災害の防止活動 

林野火災後の二次災害防止のための応急復旧事業等について、組織の整備やマニュアルの作

成等を検討する。 

又、流域の荒廃、その後の降雤等による土砂災害の危険について、危険度を応急的に判定す

る技術者の養成、事前登録等の施策について検討する。 

 

第 3．防災知識の普及・啓発及び防災訓練等 

１．事前点検及び警戒巡視の実施 

町は県及び江津邑智消防組合、森林組合等と協力し、地域の森林等において過去に林野火災

が発生した地域、入山者が多い森林など林野火災が発生しやすい区域を把握する。 

多発期、多発時間及び火災警報発令時並びに出火の危険性が多い地域を重点的に取り上げ、

関係機関と連携のもと、総合的な巡視及び監視を計画的に実施する。 

 

 

 

２．防災知識の普及・啓発 

林野火災の出火原因は、人為的なものが大部分であり、特にたき火、たばこ火あそび、マッ

チによる失火が占めている。 

従って、出火防止対策を講ずるに当たっては、これらの出火原因を排除することに重点を置
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くものとし、林野火災多発期における山火事予防運動の実施など防火思想の普及宣伝に努める。 

 

３．火入れ、たき火等の使用に対する規制の徹底 

① 消防法等法令に基づく規制の徹底を図る。 

② 消防機関は、火入れ及び揚煙行為を行う者に対し、火入れ地以外に火が入らぬよう消火設

備、人員の確保、防火線の設定等について指導するなど火災予防について指導する。 

 

４．防災訓練の実施 

県が実施する林野火災を想定した防災訓練等に参加する。 

 

 

第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

 林野における火災の発生に対し迅速に消火を実施し、被害の拡大を防ぐため必要な対策を実

施する。 

 

第 1．災害情報の収集・伝達 

町は消防署と連携し、火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等を収集し、県総

合防災情報システムにより県に連絡する。 

なお、休日・夜間等においても林野火災が発生した場合には、体制を確保し、迅速な情報収集・

連絡に努める。 

 

第 2．災害応急活動体制の確立 

大規模な林野火災が発生した場合において、町は県及び防災関係機関と協力して、災害の拡大

防止及び被災者の救援救護に努め、被害を最小限に留めるように収集された情報に基づき必要な

組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

１．林野火災対策本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

危機管理課長は、焼失面積が 20ha を超える大規模林野火災に拡大するおそれがある場合、

林野火災対策本部を設置する。 

② 廃止の基準 

林野火災対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から特に対策に要すると認めた場合、災害対策本部の設置を決

定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対策

本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議にお

いて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

第 3．救助・救急及び医療救護活動 
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１．救助・救急活動 

本編第 3 章第 9 節「救急・救助活動」を参照。 

 

２．医療救護活動 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

 

第 4．消火活動 

 

１．消防署と住民等との連携 

消防署は速やかに火災の状況を把握し迅速に消火活動を行うが、住民、町内会、その他住民

組織等においても、発生後の初期段階において自発的に初期消火活動を行う。又、消防署が協

力を求めた場合、町はそのための連絡調整に努める。 

なお、住民による消火活動の実施に当たっては、住民等に危険が及ばない範囲での活動に留

め、安全に十分配慮するよう努める。 

 

２．応援要請等 

本編第 3 章第 8 節「消防活動」を参照。 

 

第 5．交通の確保・緊急輸送活動 

本編第 3 章第 12 節「交通確保、規制」、第 13 節「緊急輸送」を参照。 

 

第 6．避難収容活動 

避難収容活動については、本編第 3 章第 7 節「避難活動」を参照。 

なお、避難所は、本計画に定めてある施設のうち、火災現場から風上、風横にある施設を指定

する。 

 

第 7．災害広報の実施  

災害広報の実施については、本編第 3 章第 3 節「災害広報」を参照。 

 

第 8．二次災害の防止活動等 

 

１．治山事業等 

町は県と協力し降雤等による二次的な土砂災害等を防止するため、専門技術者等を活用し、

危険箇所の点検等を実施するとともに、危険性の高い箇所では周辺住民への周知を図り、警戒

避難体制を整備する。 

２．自然環境への対応 

林野火災による被害が自然環境に及んだ場合、県（農林水産部、環境生活部）と連携を図り、

影響を最小限にくい止めるために必要な応急・復旧活動に協力する。 

 

 

第 3節 災害復旧 

 

 町は、あらかじめ定めてある物資、資財の調達計画及び建設業者等との連携により、迅速かつ

円滑に被災した施設等の復旧事業を実施又は支援する。 

 なお、町は県と連携し、林野火災跡地の復旧と林野火災に強い森林づくりへの改良復旧を行う。 
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Ⅵ 鉄道災害対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

 鉄道における列車の衝突等により多数の死傷者が発生するなどの鉄道災害に対して、被害の発

生又はその拡大を防止する対策を推進する。 

 

第 1．鉄道交通の安全確保 

鉄道施設の重要な地域において、土砂災害対策、海岸保全対策を進めるため、国、県、町等は、

鉄道事業者と協議し、対策の実施を検討する。 

又､国、県、町、道路管理者等は、鉄道事業者と協議し、必要に応じて踏切道の立体交差化、構

造の改良、交通規制の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努める。 

 

第２．災害応急・復旧体制の整備 

 

１．情報の収集・伝達体制の整備 

① 関係機関の連携 

 町は、鉄道災害が発生した場合の情報収集・連絡体制について検証し、必要に応じ国土交

通省、鉄道事業者等との間で連携を図り、夜間、休日等も考慮した体制の整備を図る。 

② 通信体制の整備 

  町は、各種通信体制について､多様な整備を進め災害時の通信手段の確保に努める。 

  又、町、県、鉄道事業者及び関係機関は、平常時において無線通信設備の点検を実施し、

連携して通信訓練等を行うなど、災害時の通信手段確保のための対策を進める。 

 

２．災害応急活動体制の整備 

① 職員の体制 

  町においては、事故災害の規模に応じた職員の非常参集体制等について検討する。 

  又､鉄道災害に対応した応急活動マニュアル等の整備について検討する。 

② 防災関係機関の連携体制 

 ア．防災関係機関相互 

 島根県では、鉄道災害に関して各鉄道事業者がそれぞれの防災体制をとっており､事業者

により体制が異なっている。災害発生時には、各関係機関相互連携体制が必要であり、鉄

道事業者、町、県、その他の防災関係機関相互の間において、災害時の応急活動・復旧活

動に関し連携体制の強化に努める。 

イ．警察署、消防本部、自衛隊 

 警察署、消防本部、自衛隊は、各々の計画に基づき応急活動体制を整備しておく。 

  

３．救助・救急、医療救護及び消火活動体制の整備 

① 救助・救急活動 

  町及び消防本部において、必要な救急車等の車両、ヘリコプターや鉄道災害を想定した救

急救助用資機材等を検証し必要な整備を進める。 

② 医療救護活動 

 ア．関係機関の連携体制の整備 

   医療救護活動において鉄道事業者等は、島根県医師会、島根県看護協会、医療機関、日

本赤十字社、消防本部などとの連携を図り、体制の整備に努める。 

イ．医薬品、医療用資機材等の整備 
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 各関係機関は、医療用資器材・医薬品等を整備するとともに､災害時の円滑な供給を確保

するための体制の整備に努める。 

③ 消火活動 

 消防本部は、関係機関相互及び鉄道事業者との間で鉄道災害時の連携体制の強化を図る。 

 

４．緊急輸送活動体制の整備 

① 交通誘導体制 

 警察は、鉄道災害時の交通規制を円滑に行うため､交通誘導等に関し（社）島根県警備業協

会と協定を締結しているが､各種訓練等を実施し協定の実効性を高めるようにしていく。 

② 広報体制 

警察は、発災後において交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務については､適宜、

広報して対応しているが、あらかじめそれらを広く周知する体制を検討する。 

 

第 3．防災訓練の実施 

町は､鉄道事業者も参加し、町、警察署、消防本部、その他関係機関が相互に連携した防災訓練

の実施を検討する。 

訓練を実施するに当たっては、鉄道災害及び被害の想定を明らかにし、実施時間を工夫するな

ど実践的なものにする。 

なお､訓練の実施後は、評価を行い課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

 

 

第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

鉄道における列車の衝突等により多数の死傷者等が発生するなどの鉄道災害が発生した場合、

被災者の救出や被害の拡大を防止する対策を実施する。 

 

第 1．災害情報の収集・伝達 

１．情報等の収集・伝達 

 大規模な鉄道災害が発生した場合、鉄道事業者は速やかに国土交通省に連絡し、国土交通省

は、官邸、関係省庁、関係都道府県及び関係指定公共機関に事故情報の連絡を行う。 

 県は総合防災情報システムのほか、防災行政無線等様々な手段により円滑な情報の伝達に努

め、国土交通省等から受け取った情報を速やかに町及び関係機関等へ連絡する。 

 西日本旅客鉄道株式会社における情報等の収集・伝達系統図は次のとおりである。 
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西日本旅客鉄道株式会社ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）図中、組織・団体名の下に電話番号及び FAX 番号（カッコ内）を明記 

 

２．被害情報等の収集・連絡 

 鉄道事業者は、国土交通省へ被害状況を連絡する。町は県に被害状況を連絡する。県は、被

害規模について概括的な状況を把握し、消防庁に報告するとともに必要に応じ関係省庁に連絡

する。 

 

第 2．災害応急体制の確立 

１．鉄道災害対策本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

 危機管理課長は、鉄道災害が発生し多数の人的被害が生じるおそれがある場合、又は多数

の人的被害が発生した場合、鉄道災害対策本部を設置する。 

② 廃止の基準 

鉄道災害対策本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険が無くなり、対策の必要が無くなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

 町長は、災害の規模及び範囲から特に対策を要すると認めた場合、災害対策本部の位置を決

定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する｡災害対策

本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議にお

いて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

３．広域応援体制 

町長は、鉄道災害による被害が甚大であり、町や各防災関係機関単独では対応することが困

西日本旅客鉄道㈱

米子支社対策本部 

0854-32-8062 

 

現地対策本部 

浜田鉄道部 

0855-22-0388 

島根県知事 

（防災危機管理課） 

0852-22-5885 

(0852-22-5930) 

＊休日早朝深夜 

〈危機管理課当直〉 

0852-22-5885 

陸上自衛隊 

出雲駐屯地 

0852-21-1045 

(0853-21-1045) 

医療対策課 

0852-22-6700 

(0852-22-6040) 

警備第二課 

0852-26-0110 

(0852-26-0110) 

交通対策課 

0852-22-6510 

(0852-22-6511) 

総務省消防庁 

03-5253-7527 

(03-5253-7537) 

医療機関・医師会 江津邑智消防組合消防本部 

0855-52-0119(0855-52-1525) 

川本警察署 

0855-72-0110(内線 209) 

町 
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難と予想される場合において、人命又は財産の保護のため他の都道府県及び市町村、消防本部

に応援要請を行い、広域応援体制を確立する。 

 

４．自衛隊の災害派遣要請 

 町長は、鉄道災害による被害が甚大であり、県をはじめ町や各防災関係機関単独では対処す

ることが困難とされる場合において、人命又は財産の保護のため自衛隊法第 83 条の規定に基

づく自衛隊災害派遣要請を行う。 

 

第 3．救助・救急、医療救護及び消火活動 

１．救助・救急活動 

① 鉄道事業者の体制 

 各鉄道事業者は、県警察本部、町、消防本部等と連携し、迅速に救出・救助体制を確立し、

救助・救急活動を実施する。 

② 応援要請 

 町は、鉄道被害による被害が甚大であり、町や各防災関係機関単独では対処することが困

難とされる場合において、人命又は財産の保護のため他の都道府県及び市町村、消防本部に

広域応援要請を行い、救出救助を行う。 

 

２．医療救護活動 

 町は、県及び島根県医師会、島根県看護協会、日本赤十字社島根県支部と連携を図りながら、

鉄道災害に伴う傷病者等の発生状況について情報収集を行い、それに基づいて医師、看護師等

の派遣による救護所の設置、健康相談の実施等の措置をとる。 

 

３．消火活動 

① 消防本部の体制 

 消防本部は鉄道災害に伴い消火活動の必要が生じた場合、迅速に消防体制を確立し、消防

活動を実施する。 

② 鉄道事業者の体制 

 各鉄道事業者は町、消防本部等と連携し、初期消火活動の必要が生じた場合、迅速に消火

活動体制を確立し消火活動を実施する。 

③ 他の消防本部に対する応援要請 

ア．島根県下市町村及び消防にかかる一部事務組合の相互応援に関する協定 

 所轄する町の消防力では、鉄道災害に伴う火災の防御が困難な場合、町・消防組合は､

県内の他の市町村・消防一部事務組合に対し、消防機関による応援の要請を行う。 

イ．緊急消防援助隊等による応援 

 知事は、県内の消防力を結集しても鉄道災害に伴う火災の防御が困難であると認められ

る場合、消防組織法第 24 条の 3 の規定に基づき、消防庁長官に対して緊急消防援助隊や他

の都道府県及び消防機関が保有するヘリコプターの派遣を求める広域航空応援等の要請を

行う。 

 

第 4．交通の確保、緊急輸送活動 

１．基本的事項 

 鉄道災害発生時は、事故の発生時刻・発生場所等の状況等によっては救急・救助、消火活動

等への支障が予想される。このため、迅速かつ適切に交通規制を実施することにより､救急・

救助、消火活動等のための交通を確保する。 

 

２．交通規制の実施 
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① 交通規制の実施方法 

 警察署は、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の交通規制を行うものとする。 

② 道路管理者と警察機関の相互連絡 

 道路管理者と警察機関は相互に密接な連絡をとり､交通の規制をしようとするときは、あら

かじめ規制の対象、区間、期間及び理由を、道路管理者にあっては警察機関へ、警察機関に

あっては道路管理者へそれぞれ通知する。ただし、緊急を要する場合であらかじめ通知する

いとまがないときは､事後においてこれらの事項を通知するものとする。 

 

第 5．災害広報等 

１．基本的事項 

 鉄道災害が発生した場合には、県、町、消防本部を中心に現有の広報手段を駆使して、災害

状況によっては報道機関への放送要請を行うなど関係機関等と効果的に連携し、災害広報を実

施する。 

 

２．災害広報の実施 

  ① 情報発信活動 

ア．各種情報の収集・整理 

 町は、関係機関との情報交換を密にし、鉄道災害に関する各種情報を収集・整理する。

この場合には、情報収集系統に混乱が生じないように留意する。 

又、災害発生初期には､不正確な情報が伝達されている可能性があるため、できる限り正

確な情報の収集に努める。 

イ．情報発信 

災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、それぞ

れの機関が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネッ

ト、広報紙、報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

なお､町及び県、指定行政機関、公共機関、施設管理者は､情報の公表あるいは広報活動

の際、その内容について相互に連絡をとりあうものとする。 

② 関係者等からの問い合わせに対する対応 

 災害発生初期には、報道機関からの取材等各種問い合わせが集中する可能性がある。この

ため､広報部門での対応のほか、各部門での広報責任者を明確にすることにより､適切に対応

できるよう努める。 

 

 

第 3節 災害復旧 

鉄道事業者は、事故災害に伴う施設及び車両の被害の状況に応じ、あらかじめ定めた復旧資材

の調達計画及び人材の応援等に関する計画を活用しつつ、迅速かつ円滑な被災施設及び車両の復

旧に努める。 

なお､鉄道事業者は､可能な限り復旧予定時期を明確化するよう努める。 
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Ⅶ 雪害対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、雪崩災害等の雪害を防止、又

はその被害を軽減するため、雪害に強いまちづくりを実施するほか、災害応急・復旧体制を整

備し、町民の自主防災体制が確立できるよう防災知識普及・啓発に努めるなどの基本的な予防

対策を推進する。 

 

第 1．雪害に強いまちづくり 

 

１．雪害に強いまちの形成 

町域には、雪崩の危険箇所が数箇所あるため、町及び関係機関は、冬季における交通の確保

を図り、都市機能を維持するための防雪施設等の整備に努める。 

 

２．除雪体制の整備 

① 道路除雪体制 

豪雪時の道路交通の確保を図り、除雪要員の確保や業者委託等除雪体制の整備に努める。 

また、県・国・町の道路管理者が連携した除雪体制を構築し、除雪路線の優先順位や相互

支援計画等を作成する。 

② 除雪援助体制 

山間部等の多雪地域においては、一人暮らし高齢者世帯の割合が高く、豪雪時の除雪活動

がうまく進まないおそれがある。又、身体障害者世帯や母子家庭についても同様である。こ

のため、町は、こうした世帯に対しては、除雪依頼をした場合の費用援助や民生児童委員、

警察官、近隣住民、町内会、ボランティア等の協力を得て除雪を実施するなど除雪援助体制

の整備を検討する。 

   また、雪処理中の事故による死者を減らすため、気温が上がって雪が緩みやすくなった時

など、事故が起こりやすいタイミングに合わせて、安全対策の実施について注意喚起を図る

こととする。 

 

３．ライフライン施設等の機能の確保 

町管理の上水道等のライフライン関連施設やコンピューターシステム等について、雪害に対

する安全性を検証し、必要な場合は安全確保のための措置を講じる。 

   また、ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに

支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、県、町及びライフライン事

業者は、上下水道、工業用水道、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施

設について、雪害に対する安全性の確保を図るとともに、、系統多重化、拠点の分散、代替施

設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

 

第 2．災害応急・復旧体制の整備 

 

１．災害発生直前対策関係  

① 警戒・避難体制の整備 

雪崩が発生する危険のある場合などの避難勧告・指示や気象警報等を住民等に伝達する体

制について検証し、必要な措置を講じる。 

② 住民の避難誘導体制の整備 
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積雪、融雪等に配慮した避難所・避難路の指定、住民への周知、避難計画の策定、災害時

要援護者の避難誘導体制の整備及び避難訓練の実施など、避難誘導活動のための対策を検討

する。 

また、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等の災害時要援護者を速やかに避難誘導し、安

否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時より、災害時要援

護者に関する情報の把握・共有、避難誘導体制の整備を図るものとする。 

２．災害発生直後の情報収集・連絡体制の整備 

町は、県など関係機関相互において連携を図り、情報の収集・連絡に努めるとともに、夜間、

休日の場合等にも対応できる体制の整備を図る。 

又、平常時において無線通信設備の点検を実施し、県及び江津邑智消防組合等と連携して通

信訓練等を行うなど、災害時の通信手段確保のための対策を進める。 

３．災害応急活動体制の整備 

① 参集及び動員の体制 

雪害に関する警報発表時や被害が発生した場合などにおける具体的な職員の非常参集体制

等については、風水害の動員配備体制に準じた体制を検討する。 

又、雪害に対応した職員の応急活動マニュアル等の整備を検討する。 

② 防災関係機関相互の連携体制 

「島根県及び県内の市町村の災害時の相互応援に関する協定書」等の協定に基づき、雪害

時の孤立地区対策として、特に町による食料、水、燃料等生活必需品、医薬品、血液製剤及

び所用の資機材の調達等に関して、より一層の応援体制の充実に努める。 

又、防災関係機関及び民間企業等との連携を図り、応急活動及び復旧活動において、幅広

く相互応援を図れるような体制にしていくことを検討する。 

 

４．救助・救急及び医療救護活動体制の整備 

① 救助・救急活動 

本編第 2 章第 9 節「救急・救助体制の整備」を参照。 

② 医療救護活動 

本編第 2 章第 10 節「医療体制の整備」を参照。  

 

５．緊急輸送活動体制の整備 

① 交通対策 

積雪時の異常事態の発生による交通対策については、「島根県雪害対策実施要領」に基づき

警察署と連携を図り、多重化、代替性を考慮した交通対策を検討していく。 

② 孤立地区対策 

豪雪時において長期的に自動車交通が不能となるなどの理由により孤立するおそれのある

地区を把握し、除雪体制の整備など必要な交通路を確保するための対策を整備する。 

 

６．避難収容活動体制の整備 

① 避難・収容活動 

町は、避難所（収容避難施設）・避難路の指定ならびに住民への周知、避難計画の策定、災

害時要援護者の避難誘導体制の整備及び避難訓練の実施など避難収容活動のための対策を実

施する。 

避難所の指定に当たっては、積雪期の避難を考慮し、適切な避難距離・時間にある屋内施

設を指定するとともに、指定された避難場所・避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設

を確保し、食料、水、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等、常備薬、炊き出し道具、

毛布、仮設トイレ、マット等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障がい者、乳幼児、妊

産婦等の災害時要援護者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備・物資の整備に努める。 
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又、避難所の暖房設備については、各施設の状況を検証し必要な整備を実施する。 

なお、電気・ガス等の供給停止に備えて燃料の確保及び補助暖房設備を検討しておく。 

② 応急仮設住宅 

災害時の応急仮設住宅の建設については、雪崩災害の危険を配慮した用地選定、資材の供

給体制など、積雪期の災害発生を想定した体制の整備を図る。 

また、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、

災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ体制を整備する。また、民間賃貸住宅の借

り上げの円滑化に向け、その際の取扱い等について、あらかじめ定めておく。 

 

７．食料、飲料水及び生活必需品の調達、供給体制の整備 

今後、豪雪等に伴う都市機能の阻害、交通の途絶による集落の孤立が起きた場合の被害に対

し、交通が途絶している中での輸送体制や物資一時集積場所の積雪対策などを考慮した備蓄・

調達体制の整備を検討する。 

 

 

第 3．防災知識の普及・啓発及び防災訓練等 

 

１．防災知識の普及・啓発 

① 雪崩の危険に関する普及・啓発 

町は、住民に対し土砂災害等予防のための防災知識について普及啓発に努めているところ

であるが、併せて雪崩等に関する早期避難に対しても同様の対策を検討する。 

② 自主的な除雪活動等の普及 

町内会等による自主的な除雪の普及対策について検討するとともに、併せて除排雪に伴う

事故（雪下ろし中の転落事故等）や屋根雪の落下等による人身事故の防止等の注意喚起を図

る。 

 

２．防災訓練の実施 

雪害や積雪期の災害を想定した県の総合防災訓練が今後実施された場合、町は、県、江津邑

智消防組合、民間企業、ボランティア団体等関係機関と連携し、訓練の参加を図る。 

 

 

第 2節 災害応急対策 

 

【基本方針】  

 豪雪に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による集落の孤立、雪崩災害等の雪害を応急的に

予防したり、その被害を軽減するため、関係機関は相互に連携を図り、住民と一体となった総

合的な対策を講じる必要がある。このため、雪害発生時において、町及び関係機関は実施すべ

き必要な対策を実施する。 

 

第 1．災害発生直前の対策 

町は県と連携し、雪崩に対する警戒を行うとともに、事前避難が必要と判断される場合、住民

に対する避難勧告・指示等を行い、適切な避難誘導を実施する。 

 

第 2．災害情報の収集・伝達 

町は、災害の発生直後において、人的被害の状況(行方不明者の数を含む。)、建築物被害情報

等を収集し、県総合防災情報システムにより県に報告する。特に、行方不明者の数については、

捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、町は、住民登録等の有無にかかわらず、町の
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区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力に基づき正確な

情報の収集に努めるものとする。また、行方不明者として把握したものが他の市町村に住民登録

等を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など住民

登録の対象外の者は外務省）または県に連絡するものとする。 

各関係機関は、ともに円滑な情報の伝達に努める。 

 

第 3．災害応急活動体制の確立 

雪害が発生した場合において、町は県及び防災関係機関と協力して、災害の拡大防止及び被災

者の救援救護に努め、被害を最小限に留めるため、収集された情報に基づき必要な組織、動員そ

の他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

１．雪害警戒本部の設置・廃止 

① 設置の基準 

危機管理課長は、大雪警報が発表され豪雪被害が発生するおそれがある場合、又は豪雪被

害が発生した場合、雪害警戒本部を設置する。 

② 廃止の基準 

雪害警戒本部は、概ね次の基準により廃止する。 

ア．発生が予想された危険がなくなり、対策の必要がなくなったと認められるとき。 

イ．応急対策が概ね終了したと認められるとき。 

 

２．災害対策本部の設置・運営 

町長は、災害の規模及び範囲から、特に対策を要すると認めた場合、災害対策本部の設置を

決定し、速やかに災害対策の推進に関し総合的かつ一元的な応急活動体制を確立する。災害対

策本部は、本部長・副本部長及び部長をもって構成し、災害対策の基本的な事項を本部会議に

おいて協議する。 

災害対策本部等を設置したときは、県をはじめ防災関係機関に通報するものとする。 

なお、その他の災害応急活動体制については、本編第 3 章第 1 節「応急活動体制」を参照。 

 

 ３．広域応援体制 

   町は災害応急対策を行うために必要な場合、関係指定地方行政機関または関係指定公共機関に

対し、職員の派遣を要請するものとする。 

 

第 4．除雪の実施活動 

 

１．除雪対策の組織 

国土交通省、県、隣接町村等と連絡を密にし、協力体制を確保する。 

なお、除雪担当の窓口は、建設課とする。 

 

２．除雪路線の緊急順位 

県の除雪計画に従い、重要な町道及び消防上必要な道路について緊急除雪するものとする。 

その他の道路についても住民の協力を得て必要に応じ除雪に当たる。 

なお、町は、住民等に広報を実施する等により、除排雪に伴う二次災害（雪下ろし中の転落

事故等）の防止に十分留意するよう努める。 

 

３．消防団員等の出動要請及び資機材の確保 

① 消防団員等の出動要請 

町長は、主要交通路を確保するとともに緊急に除雪作業の必要を判断したときは、消防団
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員に応援を要請する。 

又、必要に応じてボランティア団体等に対し、協力を要請する。 

② 資機材の確保 

原則として、民間所有の機械を借上げるものとする。 

 

第 5．救助・救急及び医療救護活動 

 

１．救助・救急活動 

本編第 3 章第 9 節「救急・救助活動」を参照。 

 

２．医療救護活動 

本編第 3 章第 10 節「医療救護」を参照。 

 

第 6．交通の確保・緊急輸送活動 

本編第 3 章第 12 節「交通確保、規制」、第 13 節「緊急輸送」を参照。 

なお、雪害に伴う輸送拠点等を確保するため、町は道路、各施設の管理者等と必要な連絡を取

りながら連携して、除雪、障害物の除去、応急復旧を図る。 

 

第 7．避難収容活動 

避難収容活動については、本編第 3 章第 7 節「避難活動」を参照。 

なお、除雪により避難路の確保を図るとともに、避難誘導に当たっては、避難所及び避難路に

対する孤立地区の対策を考慮する。 

又、避難住民を収容する避難施設及び応急仮設住宅の設置に当たっては、積雪期の気候、災害

時要援護者などについて考慮する。 

 

第 8．災害広報の実施 

災害広報の実施については、本編第 3 章第 3 節「災害広報」を参照。 

なお、町は県及び関係機関との情報交換を密にし、雪害対策に関する各種情報を収集・整理す

る。 

 

 

第 3節 災害復旧 

  

災害復旧・復興の実施に当たっては、本編第 4 章「風水害等復旧・復興計画」を参照。 
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Ⅷ ライフライン災害対策計画 

 

第 1節 災害予防 

 

【基本方針】  

 電気、ガス、上水道、下水道、電話等のライフライン施設は住民の日常生活、経済活動や災害

時の応急活動にとって重要な役割を果たすものであり、災害による被害を未然に防ぐため､関係

施設等の安全性の確保、災害情報の収集・伝達体制の整備、災害応急体制の整備、防災資機材等

の整備、防災知識の普及・啓発に係る基本的な対策を推進する。 

 

第 1．関係施設設備の安全性の確保 

 

１．電気施設の安全性の確保（中国電力） 

① 自主保安体制の構築 

 発電設備、送電設備等は、関連する法令、基準等を満たす設備となっており法令等による

巡視、点検等を実施し、災害による被害の未然防止に努める。 

② 防災教育・訓練の充実 

ア．防災教育 

 従業員に対し災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、

検討会の開催、社内報への関連記事掲載等防災意識の高揚に努める。 

イ．防災訓練 

 災害対策を円滑に推進するため年１回以上防災訓練を実施し、非常事態に有効に機能す

ることを確認する。 

 又､国及び地方自治体等が実施する防災訓練には積極的に参加する。 

 

２．ガス施設の安全性の確保 

（エルピーガス協会・エルピーガス販売業者） 

① 自主保安体制の構築 

 エルピーガス販売業者は、次の事項の整備を図る。 

ア．新規工事施工時及び定期の調査・点検等の際、次の事項の整備を行い、安全化に努める。 

ａ．エルピーガス設備全般について、ガス埋設導管をポリエチレン管への切り替えを進め

耐震性を高めるなど安全性が確保できるよう整備を進める。 

ｂ．容器は、災害時に転倒しないように堅固で水平な基礎の上に設置し、転倒防止用のチ

ェーンにより固定する。 

ｃ．感震機能つきマイコンメーター等の安全器具の普及に努める。 

② 防災教育・防災訓練の充実 

ア．風水害、地震等防災訓練実施や災害時の対応マニュアルの作成等ソフト面の充実を図る。 

イ．風水害、地震等による二次災害を防止するため､一般消費者に対して、特に高齢者には

わかりやすく、災害時には速やかな対応ができるよう次のような啓発を行う。 

ａ．災害発生時の初期防災活動等について記したパンフレット等を配布し、内容について

説明指導する。 

ｂ．災害発生時は、ガス器具の使用に留意し、異常があった時は販売業者の点検を受ける

よう指導する。 

ｃ．災害発生時は、火を全部消し、元栓・器具栓を閉め、容器のバルブも閉めるよう指導

する。 

 

３．上水道施設の安全性の確保（水道事業者） 



 風水害等対策－248  

① 自主保安体制の構築 

水道事業者は、各地域の状況等も考慮しながら、計画的に安全化対策を推進していくもの

とする。 

ア．貯水、取水、浄水施設など水道施設の重要構造物について、耐震性診断の実施によりそ

の老朽度及び構造を踏まえ、耐震性の低い施設について補強、増強等を行う。 

イ．送水管及び配水管は被害を最も多く受ける施設であり､特に経年化した管路及び強度的

に弱い石綿セメント管については、耐震性の高いダクタイル鋳鉄管に取り替えるとともに

継ぎ手についても伸縮性のある離脱防止型にする。 

ウ．情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、自家発電設備等を整備又は耐震化する。 

エ．水道利用者の理解と協力を求めて、給水装置や受水槽の耐震化を推進する。 

オ．配水池の容量は 12 時間分の給水量を貯留できるようにし､浄水施設や配水池等に緊急遮

断弁を整備するよう努める。 

カ．避難所等の防災上重要な拠点の関係部局と連携して、緊急時用貯水槽や大口径配水管を

整備することにより、貯水機能を強化する。 

キ．水道の広域化を促進し、施設全体の機能の向上を目指す。 

② 防災教育・訓練の充実 

 各種研修会、講習会への参加・開催や、有事を想定した模擬訓練の実施を通じて、災害時

における判断力の養成、防災上の知識及び技術の向上を図る。 

 又､地震時の配備編成や各自の職務分担について周知徹底を図る。 

 

４．下水道施設の安全性の確保（町） 

① 自主保安体制の構築 

 下水道事業者は、各地域の状況等も考慮しながら計画的に安全化対策を推進する。 

ア．下水道施設の整備・保守・点検 

イ．協定等に基づく相互応援体制の整備 

ウ．災害時用の資機材の整備 

② 防災教育・訓練の充実 

 災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、防災部局と連携して、平時から教育・訓

練を実施する。 

 

５．電気通信施設の安全性の確保 

（西日本電信電話株式会社島根支店） 

① 電気通信施設の現況 

 災害等が発生した場合において電気通信サービスを確保するため､平素から設備自体を物

理的に強固にし､災害に強い信頼性の高い通信設備を構築する。このため、次の電気通信設

備等の防災計画を実施する。 

ア．電気通信設備等の高信頼化 

ａ．豪雤、洪水、高潮又は津波等のおそれのある地域にある電気通信設備等について､耐

水構造化を行う。 

ｂ．暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等について､耐風・耐雪構造化

を行う。 

ｃ．地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備について耐震・耐火構造化を行う。 

② 自主保安体制の構築 

ＮＴＴとグループ会社は､関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サービ

スを維持し重要通信を疎通させるよう､防災業務の推進と防災体制の確立を図るとともに、

応急復旧を迅速かつ的確に実施し通信サービスの確保を図る。 

ア．電気通信システムの高信頼化 
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ａ．主要な伝送路の多ルート構成、若しくはグループ構成とする。 

ｂ．主要な中継交換機を分散設置する。 

ｃ．通信ケーブルの地中化を推進する。 

ｄ．主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 

ｅ．災害時有線電話について、加入者と協議し 2 ルート化を推進する。 

③ 防災教育・訓練の充実 

 ＮＴＴとグループ会社は、関連会社と協力し、防災活動を円滑かつ迅速に実施するため平

素から災害対策諸施策を積極的に推進するとともに、次に掲げる訓練を定期又は随時に実施

する。 

 又､行政、地方公共団体、警察、消防など外部の防災機関の防災訓練にも積極的に参加す

る。 

ア．災害発生時の初動立ち上げ訓練 

イ．気象、地震等に関する情報伝達訓練 

ウ．各種災害対策用機器の操作・運用訓練 

エ．電気通信設備等の災害復旧訓練 

オ．消防及び水防の訓練（水防板・防潮板の点検・着脱を含む） 

カ．行政機関等が実施する防災訓練（災害用伝言ダイヤル『171』の運用を含む） 

 

（㈱ＮＴＴドコモ中国島根支店） 

① 電気通信施設の現況 

ア．建物 

 二次災害防止のための地域条件に即した防火扉、防火シャッター及び防水扉等を設置し

ている。 

イ．建物内部設備 

ａ．建物内に設備する電話交換機、伝送・無線及び電力等の機器は地震などの災害による

倒壊損傷等を防止するための補強措置と火災に備えて消火設備が設置されている。 

ｂ．災害により商用電源が停電した場合でも自家発電機、蓄電池、移動電源車等の配備に

より、電源が確保されるようにしてある。 

ｃ．建物外設備 

(a) 地下ケーブル 

マンホール・ハンドホール内のケーブルの固定化を実施している。 

(b) 架空ケーブル 

隣接構造物に対しての防護及び火災・事故災害等による損傷を考慮して可能な限り

地中化を促進している。 

ｄ．移動用無線 

(a) 通信回線の応急回線の作成用として、可搬型無線機及び移動基地局車を常備してい

る。 

(b) その他復旧作業用として車両へ衛星携帯電話等を常備している。 

ｅ．非常用電源 

重要通信設備の設置されているビルには、商用電源のバックアップとして、蓄電池、

自家用発電機等を常備しているほか､移動電源車を配備している。 

② 自主保安体制の構築 

 電気通信施設の災害対策は、公衆通信役務を提供している重大な使命に鑑み、災害時にお

いても重要通信の確保ができるよう平素から取り組んでいる。又､電気通信設備の整備拡充

を図るとともに、災害が発生した場合においては、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国の各機

関にも災害対策本部を設置するとともに､㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ等エヌ・ティ・ティ・

ドコモグループに災害対策支援本部を設置し、要員、資材及び輸送力等を最大限に利用して
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通信の疎通と施設の早期復旧に努める。 

ア．通信を確保するための諸施策 

ａ．通信ビル相互を結ぶ中継伝送路については、光ケーブル又は無線による多ルート化、

ループ化を推進する。 

ｂ．市町村指定の避難場所に一般公衆通信の使用に供する携帯電話又は、衛星携帯電話の

貸し出しに努める。 

ｃ．災害時の孤立対策として、移動基地局車及び可搬型無線機を主要ビルに配備している。 

ｄ．架空ケーブルは、二次的災害（火災）を考慮し、主要なケーブルについては地中化を

推進する。 

ｅ．交換設備、電力設備及びその他の局内設備は倒壊を防止するために支持金物等で耐震

対策を実施している。 

ｆ．商用電源が停電した場合の給電装備として、蓄電池、自家用発電機等を常備している

が、さらに移動電源車も主要ビルに配備している。 

ｇ．防災の観点から設備管理を強化し、老朽又は耐水性に劣る弱体設備の計画的な補強取

替を実施している。 

ｈ．平素から災害復旧用資材を確保している。 

③ 防災教育・訓練の充実 

 災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑、迅速に実施できるよう平素から災害対策諸

施策を積極的に推進するとともに､次に掲げる訓練を定期又は随時に実施する。 

 なお､行政、地方公共団体、警察、消防など外部の防災機関の防災訓練にも積極的に参加

する。 

ア．災害発生時の初動立ち上げ訓練 

イ．気象、地震等に関する情報伝達訓練 

ウ．災害時における通信復旧訓練 

エ．電気通信設備等の災害復旧訓練 

オ．消防及び水防の訓練 

 

第 2．災害発生時の情報収集・伝達体制の整備 

 

１．基本的事項 

 災害によるライフライン事故が発生したとき、又は発生するおそれがあるときには、多種多

様かつ多量の災害情報が発生する。 

 このため、町、県、関係機関が、迅速かつ的確に防災対策を実施するためには、これらの災

害情報を迅速かつ的確に収集・伝達・処理するソフト、ハード両面の仕組みの整備が必要であ

る。 

 

２．情報通信設備の整備 

① 情報収集伝達機器の整備 

町及び県（総務部消防防災課）は､ライフライン施設において災害が発生した場合に、事

故の状況等に関する情報を迅速かつ正確に収集するため、無線等の伝達機器の整備を図ると

ともに､災害時に的確に使用できるよう日常業務又は訓練を通じて、使用方法等について習

熟を図る。 

なお、移動通信系の運用においては、通信輻輳時の混信等に留意するため、通信輻輳時及

び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練

を定期的に実施する。 

② 情報収集・連絡要員の指定 

町は、専門機関等大規模・特殊災害時の支援要請先について、その把握に努める。町及び
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消防本部は、迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み、災害現場で情報の収集・

連絡に当たる担当員をあらかじめ選任する。 

 

３．県総合防災情報システムの活用 

町は、災害等が発生した場合は、電話等の通信手段以外に県の総合防災情報システムを利用

し、情報を収集・伝達する。 

 

第 3．災害発生時の応急体制の整備 

 

１．基本的事項 

ライフライン等施設に災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに効果的な応急

対策を実施できるよう、町及び防災関係機関は、防災体制を整備し関係機関との相互連携体制

を確立する。 

 

２．防災組織の整備 

① 防災組織の整備 

 ライフライン施設等災害時の配備体制、登庁までの協議体制、災害対策本部室設営要領等

を整備しておく。 

② 応急活動マニュアルの整備 

 関係課及び各ライフライン等施設管理者は、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作

成し、職員に周知するとともに活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の

職員、機関等との連携等について徹底を図る。 

 

第 4．防災資機材の整備 

 

１．防災資機材の整備 

 町、ライフライン施設管理者及び関係機関は、各種施設等の性質に応じ、必要な防災資機材

の整備を図る。 

ア．災害対策用資機材等の確保 

 災害に備え、平常時から復旧用資機材、工具、消耗品等の確保に努める。 

イ．災害対策用資機材の輸送 

 災害対策用資機材等の輸送計画を樹立しておくとともに車両、舟艇、ヘリコプター等の輸

送力確保に努める。 

ウ．災害対策用資機材等の整備点検 

 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに入念な整備点検を行い、非

常事態に備える。 

エ．災害対策用資機材等の広域運営 

 災害対策用資機材等の保有を効率的にするとともに､災害時の不足資機材の調達を迅速、

容易にするための復旧用資材の規格の統一をライフライン施設管理者で進めるほか､他機関

と災害対策用資機材の相互融通体制を整えておく。 

オ．災害対策用資機材等の仮置場 

 災害対策用資機材等の仮置場について、非常事態下の借用交渉の難航が予測されるため､

あらかじめ公共用地等の候補地について、防災会議の協力を得て非常事態下の借用確保の円

滑化を図る。 

 

２．防災資機材等配備情報の収集・提供 

 町は、関係課、施設管理者及び関係機関への防災資機材等の配備状況について、情報の収集
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及び提供を行う。又大規模・特殊災害に対応するため､町外の防災資機材についても情報を収

集する。 

 

第 5．防災知識の普及・啓発 

 

 関係課、機関は、これまでも通常の防災に関する広報を実施しているが、災害の危険を軽減す

るため､防災訓練や広報紙の活用など様々な方法、機会を通じ防災知識の普及啓発に努める。 
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第 2節 災害応急対策 

 

第 1．基本的な考え方 

 

 各ライフライン施設は、住民の日常生活及び社会、経済活動はもとより、災害直後の応急対策

活動においても重要な役割を果たす。 

 このため、施設管理者と町及び防災関係機関はこれらの施設等について相互の連携を図りなが

ら迅速な応急対策を実施する。 

 

第 2．災害情報の収集・伝達 

 

 ライフライン施設災害への対応を効果的に実施するためには､災害による被害状況等に関する

情報をできるだけ正確かつ詳細に入手し、関係各課・機関間でこれらの情報を共有化することが

必要不可欠である。 

 そこで､関係各課・機関は、災害発生時に災害応急対策を適切に実施するため､相互に密接な連

携の下に、迅速かつ的確に災害情報を収集し伝達する。 

 

第 3．災害応急活動体制の確立 

 

 ライフライン施設災害が発生した場合、県、町、ライフライン施設管理者等は、相互連携のう

え一致協力して災害の拡大防止及び被災者の救援救護に努め、被害の発生を最小限に留めるため､

収集された情報を基に必要な組織、動員その他の災害応急体制を速やかに確立する。 

 

第 4．応急措置の実施（仮復旧も含む） 

 

１．電気施設応急措置（中国電力） 

 被害状況により、応急送電・仮復旧の 2 体系に区分し、重要施設への緊急送電と被災者への

生活用電力の早期供給を実施する。 

① 応急復旧 

ア．応急工事の基本方針 

 災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を勘案

して、二次災害の防止に配慮しつつ迅速、適切に実施する。 

イ．応急工事基準 

 災害時における具体的応急工事について、「災害復旧応援マニュアル」、「災害復旧工法

マニュアル」等の手順・工法に基づき、次の基準により実施する。 

ａ．水力・火力・原子力発電設備 

共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。 

ｂ．送電設備 

ヘリコプター・車両等の機動力の活用ならびに予備品・貯蔵品の活用により、迅速・

確実な復旧措置を行う。 

ｃ．変電設備 

 機器損壊事故に対し、系統の一部変更又は、移動用変圧器等の活用による応急措置で

対処する。 

ｄ．配電設備 

 ヘリコプター・車両等の機動力の活用により、迅速・確実な復旧措置を行う。 

ｅ．通信設備 

 可搬型電源、衛星携帯電話、衛星通信システム、移動無線機等の活用により通信連絡
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を確保する。 

ウ．災害時における安全衛生 

 作業は、通常作業に比し悪条件のもとで行われるので、安全衛生については、十分配慮

して実施する。 

エ．復旧順位 

 復旧計画の策定及び実施に当たっては、次表に定める各施設の復旧順位によることを原

則とするが、被害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易を勘案して、供給上

復旧効果の最も大きいものから復旧を行う。 

 復   旧   順   位 

水力発電設備 ・ 系統に影響の大きい発電所 

・ 当該地域に対する電力供給上支障を生ずる発電所 

・ 早期に措置を講じないと復旧が一層困難になるおそれがある発電所 

・ その他の発電所 

火力発電設備 ・ 所内電源を確保できる発電所 

・ 系統に影響の大きい発電所 

・ 地域供給変電所を有する発電所 

・ その他の発電所 

原子力発電設備 ・ 所内電源を確保できる発電所 

・ 系統に影響の大きい発電所 

・ 地域供給変電所を有する発電所 

・ その他の発電所 

送電設備 ・ 全回線送電不能の主要線路 

・ 全回線送電不能のその他の線路 

・ 一部回線送電不能の主要線路 

・ 部回線送電不能のその他の線路 

変電設備 ・ 主要幹線の復旧に関係する送電用変電所 

・ 都市部に送配電する送電系統の中間変電所 

・ 重要施設に配電する配電用変電所 

（この場合、重要施設とは配電設備に記載されている施設をいう。） 

配電設備 ・ 病院、交通・通信報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、

その他重要施設への供給回線 

・ その他の回線 

通信設備 ・ 給電指令回線、制御・監視及び保護回線 

・ 保安用回線 

 

② 拡大防止対策 

ア．災害時における危険予防措置 

 電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機

関等から要請があった場合には、送電停止等適切な危険予防措置を講ずる。 

イ．災害時における広報 

ａ．広報活動 

 災害発生が予測される場合、又は災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去

のため、電力施設被害状況及び復旧状況についての広報を行う。 

 又、公衆感電事故、電気火災を防止するため広報活動を行う。 

ｂ．広報の方法 

 広報については、テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関やインターネットホームページ

を通じて行うほか、ＰＲ車等により直接当該地域へ周知する。 

ウ．復旧要員の広域運営 

 「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）および「資材及び役務の
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相互融通に関する協定」（西地域電力協議会策定）に基づき復旧要員の相互応援体制を整

えておくとともに、復旧要員の応援を必要とする事態が予測され、又は発生したときは応

援の要請を行う。 

エ．災害時における自衛隊の派遣要請 

 被害が極めて大きく、担当区域内の工事力に余力がない場合、又は工事力を動員しても

なお応援隊を必要とすると判断される場合は、自衛隊法に基づき被災地域の都道府県知事

に対して自衛隊の派遣を要請する。 

 

２．ガス施設応急措置 

（エルピーガス協会、エルピーガス販売業者） 

 ① エルピーガス施設応急復旧 

 町、県及びエルピーガス協会は、エルピーガス販売業者に対し次のことを指導し、又は協

力を受けて取り組む。 

ア．被害状況の把握 

 早急に正確な被害状況を把握し、適切な緊急措置を講じる。 

イ．二次災害の防止 

ａ．危険箇所（倒壊、焼失、流失家屋等）からの容器の撤収及び回収 

ｂ．洪水等による流出容器（県内外）の被害状況の確認及び容器の回収 

ｃ．避難所等の臨時的使用箇所で使用されるエルピーガスの安全使用 

ウ．エルピーガス設備の修復と早期安全供給の開始 

 エルピーガス販売業者は、エルピーガス設備の修復と早期安全供給の開始に努める。 

復旧は病院、避難場所等を優先して行う。 

エ．動員・応援体制 

ａ．エルピーガス販売業者は、被災地のエルピーガス協会支部長に通報し、支部長は緊急

体制を整える。 

ｂ．エルピーガス協会は災害対策本部を設置し、被害を受けた地域の支部長との連携を密

にし、被害の尐ない地域の支部長に対して応急復旧のための動員を要請する。 

オ．電話相談窓口の開設（臨時） 

 エルピーガス協会は、避難場所等での応急的なエルピーガスの使用等に対応するため、

電話相談窓口を開設して、住民からの相談に対応する。 

② 拡大防止対策 

ア．エルピーガス設備の安全点検の実施 

 エルピーガス販売業者、保安機関、容器検査所等が相互協力し、エルピーガス設備の安

全点検を実施し被害の拡大防止に努める。 

 特に、避難場所となる公共施設や老人ホーム等の災害時要援護者の施設を最優先に点検

を実施する。 

イ．動員・応援体制 

エルピーガス協会は、被害を受けた地域の支部長と連携を密にして、被害の尐ない地域

の支部長に対して被害拡大防止の点検のための動員を要請する。 

ウ．広報活動 

 エルピーガス協会は、危険箇所での火気使用禁止や容器バルブの閉止の確認等の二次災

害防止のために必要な事項及び復旧計画等の広報活動を行う。 

 

３．上水道施設応急対策（水道事業者） 

① 応急復旧 

 水道事業者は、迅速な応急復旧対策の実施に努める。 

ア．給水の応急復旧 
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 住民の生活用水確保のための応急復旧計画に基づき、送配水幹線、給水拠点までの流れ

を優先して復旧する。次いでその他の配水管、給水装置の順で復旧し、配水調整によって

段階的に断水区域を解消しながら速やかな正常給水を図る。 

イ．資機材等の調達 

 必要な応急復旧資機材については、備蓄資機材で対応するが、必要に応じて工事業者へ

の調達依頼により確保を図る。 

② 拡大防止対策 

 浄水場、配水池付近における斜面崩壊や主要な管路等の基幹施設が埋設されている道路崩

壊及び陥没、並びに河川取水口付近の堤防決壊など各施設における危険度データを収集整理

し、二次災害の防止措置を講じる。 

 又、関連する他のライフライン施設の被害を把握し、水道システム全体としての機能低下

の程度、機能回復までの期間を検討し、広域的支援体制について連絡調整を図る。 

 なお、被災により断・減水が発生した場合、水質悪化が予想されるため、水質管理や塩素

消毒強化の徹底及び住民に対する飲料水の衛生指導について周知する。 

 

４．下水道施設応急対策（町） 

 ① 応急復旧 

 被害状況を速やかに把握して、施設の応急復旧に努める。 

② 拡大防止策 

 二次災害のおそれのある施設、緊急度の高い施設等から順次、重点的に調査・点検を実施

し、水機能の支障や二次災害のおそれのあるものについては、平行して応急対策を講じる。 

 

５．電気通信設備応急対策 

（西日本電信電話株式会社島根支店） 

 ＮＴＴグループ会社は関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サービスを維

持し重要通信を疎通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図るとともに、応急復旧

を迅速かつ的確に実施し通信サービスの確保を図る。 

① 防災組織 

 非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況

により災害応急対策及び災害復旧を推進するため、特に必要と認めたときは災害対策本部を

設置する。 

② 応急措置と応急復旧 

ア．応急措置 

ａ．重要通信の確保 

(a) 通信の利用制限 

 災害等によりその通信の疎通が著しく輻輳し困難となった場合、電気通信事業法に

基づき通信の利用を制限（規制）する措置を行う。 

(b) 重要通信の優先利用 

 防災関係機関については、通信の利用制限（規制）の対象としない『災害時優先電

話』の承認を受けておくものとする。 

ｂ．非常通信の確保 

 非常通話・緊急通話『102』（非常電報・緊急電報『115』）扱い 

ｃ．特設公衆電話の設置 

 災害救助法等が適用された場合、孤立地域及び避難場所等に特設公衆電話の設置に努

める。 

・臨時電話の設置 

ｄ．公衆電話の無料化 
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 広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。 

イ．通信設備の応急復旧 

 災害を受けた通信設備は、できるだけ早くかつ的確に復旧を実施する。 

ａ．災害対策用機器の活用 

ｂ．災害用伝言ダイヤル『171』の運用 

ｃ．広報活動（拡大防止策） 

ｄ．広報車による広報活動を行う。 

(a) 被災地域と被災模様 

(b) 復旧のための措置と復旧見込み時期 

ｅ．必要に応じてテレビ・ラジオ等による放送を報道機関に、又、防災無線等による放送

を行政機関に依頼するものとする。 

 

（ＮＴＴドコモ中国島根支店） 

 災害時等には、公共機関等の通信確保はもとより被災地域における緊急通信確保のための応

急復旧対策を迅速に進める。 

 又、被災設備の速やかな復旧に向け復旧作業を迅速、円滑に行うための復旧対策の充実強化

を図り、電気通信サービスの確保に努める。 

① 応急復旧 

ア．電気通信設備に被害が発生した場合は、以下の各項の応急措置を実施する。 

ａ．通信の確保 

 災害により通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限の通信ができるように措置

する。 

(a) 被災地の主要場所に携帯電話又は衛星携帯電話の貸出しに努める。 

(b) 県等の災害対策本部に対し、携帯電話の貸出しに努める。 

ｂ．回線の応急復旧 

 電気通信設備の被害に対処するため、移動基地局車を使用し、回線の応急復旧作業を

迅速に実施する。 

ｃ．通信の利用制限 

 災害等により通信の疎通が著しく困難となった場合は、電気通信事業法に基づき規制

を行い利用を制限する。 

ｄ．非常通信の優先 

 災害に関する通信については、電気通信事業法に基づく非常通信として、他の通信に

優先して取り扱う。 

ｅ．災害により保有資材及び災害対策機器では、応急復旧に支障をきたすときは関係機関

に対し応援要請又は協力を求める。 

イ．災害のため通信が途絶したとき、又は通信等の利用制限を行ったときは、トーキ装置に

よる案内、報道機関、窓口掲示及びパソコン通信等の多様な広報手段により、以下の項目

について利用者に周知する。 

ａ．通信途絶利用制限の内容と理由 

ｂ．通信の被害復旧に対してとられている措置 

ｃ．通信利用者に協力を要請する事項 

ｄ．被災設備、回線等の復旧状況及び疎通状況 

ｅ．その他の事項 

ウ．災害時における復旧対策、災害時の措置は、以下のとおりである。 

ａ．災害により被災した通信回線の復旧は、復旧順位により実施する。 

ｂ．移動基地局車及び移動電源車等の発動 

ｃ．被災状況の把握 
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 被災状況を迅速に把握し、電気通信設備の早期復旧に対処するため直通回線、携帯電

話等を利用して情報収集活動を行う。 

ｄ．通信の輻輳対策 

 通信回線の被災等により通信が輻輳した場合は、臨時通信回線の設定及び対地別の規

制等の措置をとる。 

ｅ．電気通信設備の監視強化及び巡視点検を行い、不具合の発見とその復旧に努める。 

 

第 5．災害広報の実施 

 

１．基本的事項 

 災害が発生した場合には、町、消防本部等は、現有の広報手段を駆使して、災害状況によっ

ては報道機関への放送要請を行うなど関係機関等と効果的に連携し、災害広報を実施する。 

 

２．災害広報の実施 

 ① 情報発信活動 

ア．各種情報の収集・整理 

 町は、関係機関との情報交換を密にし、災害対策に関する各種情報を収集・整理する。

この場合には、情報収集系統に混乱が生じないように留意する。 

 又、災害発生初期には不正確な情報が伝達されている可能性があるため、できる限り正

確な情報の収集に努める。 

イ．情報発信 

 災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、それぞ

れの機関が講じている対策に関する情報、交通規制等ニーズに応じた情報をインターネッ

ト、広報紙、報道機関への報道依頼等を通じて適切に提供する。 

 なお、県及び町、指定行政機関、公共機関、ライフライン施設管理者は、情報の公表あ

るいは広報活動の際、その内容について相互に連絡を取り合うものとする。 

 ② 関係者等からの問い合わせに対する対応 

 災害発生初期には、利用者からの問い合わせや報道機関などからの取材等が集中する可能

性がある。このため、問い合わせのための体制を確立し、広報部門での対応のほか各部門で

の広報責任者を明確にすることにより、適切に対応できるよう努める。 
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第 3節 災害復旧 

 

第 1．復旧事業 

 

ライフライン施設管理者は被災した施設を復旧するに当たって、あらかじめ定めてある物資、

資材の調達計画及び関係業者等との連携により、迅速かつ円滑に被災した施設の復旧事業を実施

する。 

復旧に当たり可能な限り地区別の復旧予定時期を明示する。 

 

第 2．再発防止 

 

被災施設の復旧に当たっては、現状復旧を基本としつつも、管理者は万全な再発防止等の観点

から可能な限り改良復旧等を行う。 

施設復旧と併せて、被災箇所以外の施設について再発防止のための緊急点検をする。 

 


