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― i ― 

計計計計        画画画画        編編編編        目目目目        次次次次    

第第第第１１１１編編編編    総則編総則編総則編総則編    

 第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

  第１節 計画の目的及び方針 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   １ 

   第１ 計画の目的 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   １ 

   第２ 計画の構成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   １ 

   第３ 計画の推進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２ 

   第４ 計画の修正 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２ 

   第５ 計画の周知徹底 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２ 

  第２節 計画の方針と活動目標 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２ 

   第１ 災害対策の基本理念 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２ 

   第２ 基本方針 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ３ 

   第３ 発災直前及び発災害後の活動目標 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ４ 

  第３節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ５ 

   第１ 防災関係機関の実施責任 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ５ 

   第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ６ 

    第第第第２２２２章章章章    会津坂下町会津坂下町会津坂下町会津坂下町のののの概要概要概要概要                                                                

  第１節 会津坂下町の概要と災害要因の変化 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １０ 

   第１ 災害の誘因 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １０ 

   第２ 会津坂下町の自然条件 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １０ 

   第３ 会津坂下町の社会的条件 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １１ 

   第４ 会津坂下町における主な災害の履歴 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １３ 

   第５ 災害危険個所の概要 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １４ 

   第６ 地震災害の想定地震 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １５ 

  第２節 調査研究体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １６ 

   第１ 災害のないまちづくり（町の基本姿勢） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １６ 

   第２ 調査研究推進体制の充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １６ 

   第３ 自主防災組織等地域における取り組み  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １６ 

   第４ 防災施策の大綱 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １７ 

  第３節 住民等の責務 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １７ 

   第１ 住民の責務 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １７ 

   第２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資等の供給を業とする者の責務 ‐  １７ 

    

第第第第２２２２編編編編    一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編一般災害対策編    

    第第第第１１１１章章章章    災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画    

  第１節 防災組織の整備・充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １９ 

   第１ 防災に関する組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  １９ 

   第２ 自主防災組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２０ 

   第３ 事業所等の防災組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２０ 

   第４ 応援協力体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２０ 

   第５ 町の各課における平常時からの業務 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２２ 

  第２節 防災情報通信網等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２３ 

   第１ 防災情報通信網の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２３ 

   第２ その他通信網の整備・活用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２４ 

   第３ 「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   ２４ 

  第３節 気象等観測体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２４ 

   第１ 気象等観測施設網 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２５ 

   第２ 事業計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２６ 

  第４節 災害別予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２６ 

   第１ 水害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２６ 



 

― ii ― 

   第２ 風害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２８ 

   第３ 土砂災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２８ 

   第４ 雪害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ２９ 

  第５節 訓練に関する計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３０ 

   第１ 個別訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３０ 

   第２ 総合防災訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３２ 

   第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３３ 

  第６節 火災予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３４ 

   第１ 消防力の強化 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３４ 

   第２ 広域応援体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３４ 

   第３ 予防消防の徹底 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３５ 

   第４ 初期消火体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３５ 

   第５ 火災拡大要因の除去計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３６ 

   第６ 消防教養訓練の充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３６ 

  第７節 建造物及び文化財災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３６ 

   第１ 建築物の現況 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３６ 

   第２ 建築物災害予防対策の内容 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３６ 

   第３ 文化財災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３７ 

  第８節 電力、ガス施設災害予防計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３７ 

   第１ 電力施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３８ 

   第２ ガス施設（ＬＰガス）災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ３９ 

  第９節 緊急輸送路等の指定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４１ 

   第１ 緊急輸送路等の指定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４１ 

   第２ 緊急輸送路等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４１ 

  第10節 避難対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４３ 

   第１ 避難計画の策定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４３ 

   第２ 指定緊急避難所の指定等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４６ 

   第３ 指定避難所の指定等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４７ 

   第４ 指定緊急避難所を指定する場合の留意点 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４８ 

   第５ 避難路の選定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４８ 

   第６ 避難場所、避難所、避難路及び避難指示方法等の周知 ‐‐‐‐‐‐‐‐  ４９ 

   第７ 学校、病院等施設における避難計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ４９ 

  第11節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５０ 

   第１ 医療（助産）救護体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５０ 

   第２ 防疫対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５１ 

   第３ し尿処理体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５１ 

  第12節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５１ 

   第１ 食料、生活物資の調達及び確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５２ 

   第２ 飲料水の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５３ 

   第３ 防災資機材等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５３ 

  第13節 防災教育・広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５３ 

   第１ 町民に対する防災教育 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５４ 

   第２ 防災上重要な施設における防災教育 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５５ 

   第３ 学校教育における防災教育 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５５ 

  第14節 自主防災組織の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５５ 

   第１ 自主防災組織の現況 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５５ 

   第２ 自主防災組織の育成指導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５６ 

   第３ 自主防災組織の編成基準 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５６ 

   第４ 自主防災組織の活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５６ 

   第５ 地区防災計画の作成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５７ 



 

― iii ― 

  第15節 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５８ 

   第１ 地域防災計画、全体計画において定める全体的事項 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５８ 

   第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ５９ 

   第３ 個別計画の策定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６０ 

   第４ 社会福祉施設における対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６０ 

   第５ 在宅者に対する防災対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６１ 

   第６ 外国人に対する防災対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６２ 

   第７ 避難所における要配慮者支援 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６２ 

  第16節 ボランティアとの連携 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６２ 

   第１ ボランティア活動の意義 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６３ 

   第２ ボランティア団体等の把握、登録等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６３ 

   第３ ボランティアの受け入れ体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６３ 

   第４ ボランティアの種類 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６３ 

    第第第第２２２２章章章章    災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画                                                            

  第１節 応急活動体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６５ 

   第１ 活動体制（災害対策本部） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ６５ 

   第２ 本部連絡員 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７２ 

   第３ 現地災害対策本部の設置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７２ 

   第４ 災害救助法が適用された場合の体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７２ 

  第２節 職員の動員配備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７３ 

   第１ 配備基準 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７３ 

   第２ 活動要領 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７４ 

   第３ 動員の伝達方法 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７６ 

   第４ 非常参集等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７６ 

   第５ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７６ 

  第３節 相互応援協力 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７６ 

   第１ 防災関係機関への応援要請 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７６ 

   第２ 公共的団体等との協力 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７７ 

   第３ 民間事業者との災害時応援協定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７８ 

  第４節 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７８ 

   第１ 気象注意報・警報等の伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ７８ 

   第２ 被害情報の収集、報告 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８５ 

  第５節 通信の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８８ 

   第１ 通信手段の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８８ 

   第２ 防災行政無線の運用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８９ 

  第６節 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８９ 

   第１ 広報活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ８９ 

   第２ 広報内容 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９０ 

   第３ 市町村間の協力による広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９０ 

  第７節 水害等応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９１ 

   第１ 水害応急対策（水防計画） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９１ 

   第２ 土砂災害応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９２ 

  第８節 救急・救助 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９４ 

   第１ 自主防災組織、事業等による救助活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９４ 

   第２ 町（消防機関を含む）による救助活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９４ 

   第３ 救助 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９５ 

  第９節 自衛隊災害派遣要請 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９５ 

   第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９５ 

   第２ 災害派遣要請の要求 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９６ 

   第３ 自衛隊の自主派遣 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９７ 



 

― iv ― 

   第４ 災害派遣部隊の受入れ体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９８ 

   第５ 経費の負担区分 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９９ 

   第６ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官の権限 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９９ 

   第７ 派遣部隊の撤収 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９９ 

  第10節 避難 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ９９ 

   第１ 避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での安全確保措置の指示 ‐‐ １００ 

   第２ 警戒区域の設定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０２ 

   第３ 避難の誘導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０３ 

   第４ 避難行動要支援者等対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０４ 

   第５ 避難順位及び携行品の制限 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０５ 

   第６ 広域的な避難対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０７ 

   第７ 安否情報の提供等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０７ 

  第11節 避難所の設置・運営 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０８ 

   第１ 避難所の設置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０８ 

   第２ 避難所の運営 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １０９ 

  第12節 医療（助産）救護 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１１ 

   第１ 医療機関の被災状況等の収集、把握 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１１ 

   第２ 医療（助産）救護活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１２ 

   第３ 助産 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１３ 

   第４ 災害時医療品等備蓄供給体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１３ 

   第５ 人工透析の供給確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１３ 

  第13節 緊急輸送対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１３ 

   第１ 輸送計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１４ 

   第２ 緊急輸送路等の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１４ 

   第３ 車両等の確保及び調達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１５ 

  第14節 警備活動及び交通規制措置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１５ 

   第１ 警備体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１５ 

   第２ 交通規制措置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１７ 

  第15節 防疫及び保健衛生 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１９ 

   第１ 防疫活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １１９ 

   第２ 栄養指導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２０ 

   第３ 保健指導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２１ 

   第４ 精神保健活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２１ 

   第５ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２１ 

   第６ 動物（ペット）救護対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２１ 

  第16節 廃棄物処理対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２２ 

   第１ ごみ処理 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２２ 

   第２ し尿処理 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２３ 

   第３ 廃棄物処理施設の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２４ 

   第４ 応援体制の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２４ 

  第17節 救援対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２４ 

   第１ 給水援助対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２４ 

   第２ 食料援助対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２５ 

   第３ 生活必需物資等救援対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２５ 

   第４ 支援物資等の支援体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２６ 

   第５ 義援物資及び義援金の受入れ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２６ 

  第18節 被災地の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２７ 

   第１ 被災住宅に対する応急措置及び応急復旧の指導・相談 ‐‐‐‐‐‐‐‐ １２７ 

   第２ 障害物の除去 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２７ 

   第３ 災害相談対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １２９ 
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  第19節 応急仮設住宅の供与 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３０ 

   第１ 応急仮設住宅の建設 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３０ 

   第２ 借上げ住宅等の提供 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３２ 

   第３ 住宅の応急修理 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３２ 

  第20節 死体の捜索、遺体の処理等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３３ 

   第１ 全般的な事項 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３３ 

   第２ 遺体の捜索 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３４ 

   第３ 遺体の収容 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３５ 

   第４ 遺体の火葬・埋葬 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３５ 

   第５ 災害弔慰金の支給 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３６ 

  第21節 生活関連施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３６ 

   第１ 上水道施設等応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３６ 

   第２ 下水道施設等応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３７ 

   第３ 電力施設等応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３７ 

   第４ ガス施設〔ＬＰガス〕応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １３９ 

   第５ 鉄道施設〔東日本旅客鉄道株式会社〕応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４０ 

   第６ 電気通信施設等の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４１ 

  第22節 文教対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４２ 

   第１ 生徒等の保護対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４２ 

   第２ 応急教育対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４３ 

   第３ 社会教育施設（文化財）の応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４５ 

  第23節 町管理施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４６ 

   第１ 建築物等の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４６ 

   第２ 土木施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４６ 

  第24節 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４７ 

   第１ 要配慮者に係る対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４８ 

   第２ 社会福祉施設等に係る対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４８ 

   第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４９ 

   第４ 児童に係る対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １４９ 

   第５ 外国人に係る対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５０ 

  第25節 ボランティアとの連携 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５０ 

   第１ ボランティア団体等の受入れ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５０ 

   第２ ボランティア団体等の活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５１ 

   第３ ボランティア保険の加入促進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５１ 

  第26節 災害救助法の適用等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５１ 

   第１ 災害救助法の適用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５２ 

   第２ 災害救助法の適用基準 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５２ 

   第３ 災害救助法の適用手続き ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５３ 

   第４ 災害救助法による救助の種類及び職権の委任等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５３ 

    第第第第３３３３章章章章    災害復旧対策計画災害復旧対策計画災害復旧対策計画災害復旧対策計画            

  第１節 公共施設の災害復旧（対策）計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５５ 

   第１ 災害復旧事業計画の作成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５５ 

   第２ 災害復旧事業に伴う財産援助及び助成計画の作成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５６ 

   第３ 激甚災害の指定    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５８ 

   第４ 災害復旧事業の実施 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５８ 

 第２節 被災者の生活確保対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５８ 

   第１ 義援金の配分 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５８ 

   第２ 被災者の生活確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １５８ 

   第３ 被災者生活再建支援法に基づく支援 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６０ 

   第４ 災害弔慰金の支給 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６２ 
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   第５ 資金の融資等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６２ 

   第６ 罹災証明書等の交付 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６３ 

   第７ 被災者台帳の作成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６３ 

 

第第第第３３３３編編編編    地震地震地震地震災害災害災害災害対策編対策編対策編対策編    

    第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

  第１節 計画の目的及び方針 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６５ 

   第１ 計画の目的 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６５ 

   第２ 計画の指針 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６５ 

   第３ 発災直後及び発災後の活動目標 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６６ 

  第２節 会津坂下町の地震災害 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６８ 

   第１ 地質構造・地形 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６８ 

   第２ 既往の地震災害と地震発生の特性 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １６９ 

    第第第第２２２２章章章章    災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画                                                    

  第１節 防災組織の整備・充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７７ 

   第１ 町防災組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７７ 

   第２ 防災関係機関の防災組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７７ 

   第３ 自主防災組織 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７７ 

   第４ 応援協力体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７７ 

  第２節 防災情報通信網等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

   第１ 防災情報通信網の整備・活用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

   第２ その他の通信網の整備・活用 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

   第３ 通信手段の周知 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

   第４ 防災施設・設備の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

  第３節 地震観測計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７８ 

   第１ 地震観測網 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７９ 

   第２ 福島県震度情報ネットワークシステムの概要 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７９ 

  第４節 市街地の防災対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７９ 

   第１ 建築物防災対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １７９ 

   第２ 防災空間の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８０ 

   第３ 住環境整備事業の推進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８１ 

   第４ 各施設の対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８１ 

  第５節 上下水道施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８２ 

   第１ 上水道施設予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８２ 

   第２ 下水道施設予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８３ 

  第６節 電気、ガス施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８３ 

  第７節 鉄道施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８３ 

  第８節 電気通信施設等災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８３ 

  第９節 道路及び橋梁等災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第１ 道路の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第２ 橋りょうの整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第３ 町管理の道路及び橋梁災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第４ 農道・林道及び橋梁災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第５ 道路付帯施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８４ 

   第６ 道路開通用資機材の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

  第10節 河川等災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

   第１ 河川管理災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

   第２ 砂防施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

   第３ ため池施設災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

  第11節 地盤災害等予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 
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   第１ 土石流災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８５ 

   第２ 地すべり災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

   第３ 急傾斜地災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

   第４ 液状化災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

   第５ 二次災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

  第12節 火災予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

   第１ 出火防止対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８６ 

   第２ 初期消火体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８７ 

   第３ 火災拡大要因の除去計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８７ 

   第４ 消防力の強化及び広域応援体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８７ 

   第５ 消防水利の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８７ 

   第６ 救助体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８７ 

  第13節 積雪・寒冷対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８８ 

   第１ 積雪・寒冷対策の推進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８８ 

   第２ 交通の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８８ 

   第３ 寒冷対策の推進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８８ 

  第14節 緊急輸送路等の指定 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １８８ 

  第15節 避難対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９０ 

  第16節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９０ 

  第17節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９１ 

  第18節 防災教育 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９１ 

  第19節 防災訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９２ 

   第１ 総合防災訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９２ 

   第２ 個別防災訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９３ 

   第３ 緊急初動訓練 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９３ 

  第20節 自主防災組織の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９３ 

  第21節 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９５ 

  第22節 ボランティアとの連携 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９６ 

  第23節 緊急整備事業の推進 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９６ 

    第第第第３３３３章章章章    災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画災害応急対策計画    

  第１節 応急活動体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９７ 

   第１ 活動体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９７ 

   第２ 災害救助法適用時の活動体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９８ 

  第２節 職員の動員配備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９８ 

   第１ 職員の配備体制 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９８ 

   第２ 職員の配備状況の報告と安否確認の実施 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９９ 

  第３節 地震災害情報に関する対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９９ 

   第１ 地震情報等の受理・伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ １９９ 

  第４節 通信の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０３ 

  第５節 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０３ 

  第６節 消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０４ 

   第１ 消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０４ 

   第２ 他都道府県等への応援要請 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０５ 

  第７節 救急・救助 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０５ 

  第８節 自衛隊災害派遣 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０６ 

  第９節 避難 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０６ 

  第10節 避難所の設置・運営 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０８ 

  第11節 医療（助産）救護 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０８ 

  第12節 道路の確保（道路障害物除去等） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０８ 

  第13節 緊急輸送対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０８ 



 

― viii ― 

  第14節 警備活動及び交通規制措置 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０９ 

   第１ 警備活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２０９ 

   第２ 交通対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１０ 

  第15節 防疫及び保健衛生 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１１ 

  第16節 廃棄物処理対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１１ 

  第17節 救援対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１２ 

  第18節 被災地の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１２ 

  第19節 応急仮設住宅の供与 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１３ 

  第20節 死体の捜索、遺体の処理等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１３ 

  第21節 生活関連施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１３ 

   第１ 上水道施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１３ 

   第２ 下水道施設の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１４ 

   第３ 電力施設等応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１５ 

   第４ ガス施設（ＬＰガス）応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１６ 

   第５ 鉄道施設応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１７ 

   第６ バス運行応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１８ 

   第７ 電気通信施設応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２１８ 

  第22節 道路、河川管理施設及び公共建築物等の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２０ 

   第１ 道路の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２０ 

   第２ 河川管理施設等の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２１ 

   第３ 公共建築物等の応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２１ 

  第23節 文教対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２２ 

  第24節 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２３ 

  第25節 ボランティアとの連携 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２３ 

  第26節 危険物施設等災害応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２４ 

   第１ 火薬類施設応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２４ 

   第２ 高圧ガス施設応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２４ 

  第27節 災害救助法の適用等 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２５ 

    第第第第４４４４章章章章    災害復旧対策計画災害復旧対策計画災害復旧対策計画災害復旧対策計画        

  第１節 公共施設の災害復旧（対策）計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２７ 

  第２節 被災者の生活確保対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２７ 

 

第第第第４４４４編編編編    事故対策編事故対策編事故対策編事故対策編    

    第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

  第１節 計画の目的 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２２９ 

    第第第第２２２２章章章章    航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画航空災害対策計画    

  第１節 航空災害予防対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３１ 

   第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３１ 

   第２ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３１ 

  第２節 航空災害応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３２ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３２ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３２ 

   第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動  ‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３２ 

   第４ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３２ 

    第第第第３３３３章章章章    鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画鉄道災害対策計画    

  第１節 鉄道災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３３ 

   第１ 鉄道交通の安全確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３３ 

   第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３３ 

   第３ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 

   第４ 防災知識の普及・啓発 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 



 

― ix ― 

  第２節 鉄道災害応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 

   第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動  ‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３４ 

   第４ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３５ 

  第３節 鉄道災害復旧対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３５ 

    第第第第４４４４章章章章    道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画道路災害対策計画    

  第１節 道路災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３７ 

   第１ 道路交通の安全のための情報の充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３７ 

   第２ 道路施設等の整備 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３７ 

   第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３７ 

   第４ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３８ 

   第５ 防災知識の普及・啓発 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３８ 

  第２節 道路災害応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３８ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３８ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３８ 

   第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３９ 

   第４ 危険物の流出に対する応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３９ 

   第５ 道路施設・交通安全施設の応急復旧 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３９ 

   第６ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３９ 

  第３節 道路災害復旧対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４０ 

    第第第第５５５５章章章章    危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画危険物等災害対策計画    

  第１節 危険物等災害予防対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４１ 

   第１ 危険物等の定義 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４１ 

   第２ 危険物等施設の安全性の確保 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４１ 

   第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４１ 

   第４ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４２ 

   第５ 防災知識の普及・啓発 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４２ 

  第２節 危険物等災害応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４３ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４３ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４３ 

   第３ 災害の拡大防止 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４３ 

   第４ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４３ 

   第５ 危険物等の大量流出に対する応急対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４４ 

   第６ 避難誘導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４４ 

   第７ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４４ 

  第３節 危険物等災害復旧対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４４ 

    第第第第６６６６章章章章    大規模大規模大規模大規模なななな火事災害対策計画火事災害対策計画火事災害対策計画火事災害対策計画    

  第１節 大規模な火事災害予防対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４５ 

   第１ 災害に強いまちづくりの形成 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４５ 

   第２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４５ 

   第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４５ 

   第４ 防災知識の普及・啓発 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４６ 

   第５ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４６ 

  第２節 大規模な火事災害応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４６ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４６ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４６ 

   第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４７ 

   第４ 避難誘導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４７ 

   第５ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４７ 



 

― x ― 

   第６ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４７ 

  第３節 大規模な火事災害復旧対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４８ 

    第第第第７７７７章章章章    林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画林野火災対策計画    

  第１節 林野火災予防対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２３９ 

   第１ 林野火災の特性 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４９ 

   第２ 林野火災に強い地域づくり ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４９ 

   第３ 林野火災防止のための情報の充実 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４９ 

   第４ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２４９ 

   第５ 防災知識の普及・啓発 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５０ 

   第６ 要配慮者対策 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５０ 

  第２節 林野火災応急対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５０ 

   第１ 災害情報の収集伝達 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５０ 

   第２ 活動体制の確立 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５１ 

   第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５１ 

   第４ 避難誘導 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５２ 

   第５ 災害広報 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５２ 

   第６ 二次災害の防止 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５２ 

  第３節 林野火災復旧対策計画 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ２５２ 
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第１章 総  則 

 

第１節 計画の目的及び方針 

 

第１ 計画の目的 

  この計画は、風水害、雪害等に対処するため、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第４２条及び会津坂下町防災会議条例第２条の規定に基づき、会津坂下町防災会議が作成する

計画であり、国の防災基本計画や県の地域防災計画と連携した会津坂下町の地域防災に関する

計画である。本計画に基づき、安全で災害に強いまちづくりを進めるとともに、町及び町内の

防災関係機関が処理しなければならない事務及び業務について総合的な運営を計画したもので

あり、これを効果的に活用することによって町域及び住民の生命、身体財産を保護し、被害を

最小限に軽減し、もって社会の秩序維持と公共福祉の確保を図ることを目的とする。 

 

国、県、市町村における防災会議と防災計画の位置づけ 

       国             福島県              会津坂下町 

      

      ↓             ↓               ↓ 

                          

      ↓                              

                                    ↓ 

 

 

第２ 計画の構成 

  会津坂下町地域防災計画は、次の各編で構成する。 

  第１編 総則編 

      総則編は、防災諸対策のうち災害の発生を未然に防止しようとすること、すなわち

災害予防措置の促進を図ることであって、最も根本的かつ重要であるが、計画に係る

経済的環境や自然的環境を十分把握して、これを計画に活かすことが肝要であり、さ

らに町土の開発計画等と総合的に調整の必要があるので「水害、雪害、土砂災害」の

各計画については、町の地域に係る防災の関係機関が重点的に取り上げようとする事

業又は業務について掲げた。 

  第２編 一般災害対策編 

      一般災害対策編は、災害時における応急対策と復旧計画に分け、災害応急対策計画

については、努めて町の地域に係る防災の関係機関が応急的対策を実施する際の実態

の把握と活用の方法を事項別に分類して定め、併せて災害応急対策の実現体制の確立

と責任体制の明確化を図った。 

また、災害復旧計画については、災害発生に際し、社会経済活動の早期回復、社会

中央防災会議 

防災基本計画 

(指定行政機関) 
防災業務改革 

福島県防災会議 会津坂下町防災会議 

福島県地域防災計画 会津坂下町会津坂下町会津坂下町会津坂下町    

地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画 

地区防災計画 
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秩序の回復を期して復旧事業と迅速かつ適切な推進を図るための計画と、再度災害の

発生を防止するため必要な施設又は改良を行う等、将来の災害に備える事業について

の計画である。 

  第３編 地震災害対策編 

      地震災害対策編は、地震が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、災害の

予防、初期措置等を円滑に実施し被害を最小限にくいとめることを目的とする計画で

ある。 

  第４編 事故対策編 

      事故対策編については、近年の社会構造の変化、過去の大規模な災害を踏まえ、総

合的な対策を定め、住民の生命、身体及び財産を事故災害から保護することを目的と

する計画である。 

  第５編 原子力災害対策編 

      原子力災害対策編については、住民に対する放射線等に関する知識の普及など必要

な体制をあらかじめ確立するとともに、原子力災害対策を講ずる上で必要となる応急

対策活動が迅速かつ的確に実施できるよう所要の措置についての計画である。 

  資  料  編 

      各章に関連する各種資料を掲載する。 

 

第３ 計画の推進 

  この計画は、防災に関する基本的事項を示しているものであり、各機関はこれに基づく実践

活動を行う場合の細部行動マニュアル等を作成し、その具体的推進に努めるものとする。 

 

第４ 計画の修正 

  災害対策基本法第４２条の規定に基づき、福島県地域防災計画等と整合性を図り、毎年検討

を加え、必要があると認めるときは、計画を修正するものとする。 

 

第５ 計画の周知徹底 

  防災関係機関に対し、平素から訓練、研究その他の方法により、この計画の習熟及び周知徹

底を図るものとする。 

 

 

第２節 計画の基本方針と活動目標 

 

第１ 災害対策の基本理念  

  災害対策は、災害対策基本法で定める以下の事項を基本理念として行われるものであり、こ

の計画も基本理念にもとづき策定するものとする。  

 災害対策基本法第２条の２（基本理念）抜粋 

 １ 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発
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生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びその迅速な回復

を図ること。  

 ２ 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保する

とともに、これと併せて、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織（住民の隣

保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）その他の地域における多様な

主体が自発的に行う防災活動を促進すること。  

 ３ 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知見及び

過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。  

 ４ 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる限り的

確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分するこ

とにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。  

 ５ 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、

障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。  

 ６ 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害からの復興

を図ること。 

 

第２ 基本方針 

  この計画は、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて、必要な体制を

確立し、関係機関の実施責任を明確にするとともに、相互間の緊密な連携を図るための基本を

示すものであり、災害は、突発的に不測の事態が発生し、しかもその実態も多様にあることか

ら迅速かつ適正な活動が行われねばならないため、特に関係機関との連携が強く要求される。

また、特定災害については、科学的研究の成果及び発生した災害とその対策の経験を重ねるこ

とによって修正を加え、逐次完備していかなければならない。 

  また、住民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防災組織（地域相互扶助の精神に基づく

自発的な防災組織）その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進していか

なければならない。 

１ 防災事業の推進 

   治山治水及び地震災害対策をはじめとする各種の防災事業は、防災対策の基本となる事業

であるので、その実施すべき責任者を明らかにするとともに、その方策について定め、強力

な防災事業の推進を図る。 

   災害が発生した場合、円滑な防災活動が遂行できるような防災業務施設、設備、資機材等

の整備に努めるものとする。 

 ２ 自立型防災対策の推進 

   大規模な災害発生時には、できる限り迅速な対応が被害の軽減を図る上で重要なポイント

であることから、各々の生活圏の自立的な防災性を高めていくことが重要である。 

   このため、災害に強い、安全・安心な町づくりを進める上で、それぞれの地域特性を活か

し、生活圏ごとに防災施設・機能の整備を図るなど、自立的な防災生活圏の形成を図るもの

とする。 
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 ３ 災害に強いコミュニティの形成 

   大規模な災害の発生直後においては、被害の程度やその広がりによっては、様々なパター

ンでの被害の態様や想定を超える被害の発生も考えられ、行政による迅速な対応には、ある

程度の限界があるものと考えられる。 

   「自らの身の安全は自らが守る」ことが防災の基本であることから、町民自らが災害に備

えるための手段を講ずるとともに、これらに迅速かつ的確に対応していくため、地域住民に

よる主体的な活動やボランティア活動を、生活圏の広がりに応じて柔軟に展開していくこと

ができる体制をあらかじめ整備しておかなければならない。 

   そのため、平常時におけるコミュニティ活動のネットワークづくりやボランティアとの連

携体制の整備等、様々なレベルでの生活圏に対応した自主防災活動を支援し「自らの命と地

域は自らで守る」といった考え方を基本とした「災害に強いコミュニティの形成」をめざす。 

 ４ 広域連携による災害対応力の強化 

   被災地域による対応力を上回る大規模な災害が発生した場合には、県内の生活圏相互の迅

速かつ的確な応援活動が重要となる。  

   迅速かつ的確な広域相互応援活動の実現に向けては、生活圏相互の応援活動のルールやし

くみづくり、活動を支える緊急輸送道路ネットワークの強化など、ソフト・ハード両面から

の環境づくりに努めるものとする。 

 

第３ 発災直前及び発災後の活動目標 

  風水害及び雪害については、気象情報等の分析により災害発生の危険性をある程度予測する

ことが可能なことから、被害を軽減するためには、情報の伝達、適切な避難誘導、災害を未然

に防止するための活動等災害発生直前の活動が重要である。 

  また、被害の様相は、発災直後からの時間の経過とともに刻々と変化する。そのため、優先

すべき災害対策活動の目標も段階的に変化する。 

  防災関係機関等の様々な防災主体が、相互に連携しながらスムーズな災害対策活動を実施す

るためには、各主体に共通の活動目標が基本として存在していることが重要である。このため、

発災直前及び発災後の基本的な事項について活動目標を整理する。 

 

活動区分 活 動 目 標 

事前対応 ○災害直前活動 

 ・気象情報、情報等の伝達 
 ・適切な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 
 ・水防活動やダム、堰、水門等の適切な操作等の災害未然防止活動の実施 

緊急対応 ○ 初動体制の確立 

 ・対策活動要因の確保（非常招集） 
 ・対策活動空間と資機材の確保 
 ・被災情報の収集・解析・対応 

○ 生命・安全の確保 

 ・初期消火、救助・救急、応急医療活動の展開 
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活動区分 活 動 目 標 

 ・迅速な避難誘導の実施、避難所の開設と運営 
 ・広域的な応援活動の要請、広域的な協力による救助 
 ・救急活動等の遂行 

・給食、給水の実施 
・道路警戒、治安維持に関する対策 
・災害の拡大防止及び二次災害の防止関連対策 

応急対応 ○被災者の生活の安定 

 ・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急な回復 
 ・救援物資等の調達と配給、生活関連情報提供等 
  代替サービスの提供 

・通勤、通学手段、就業、就学環境の早急な回復 
 ・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の回復 

復旧対応 ○地域・生活の回復 

 ・被災者のケア 
 ・ガレキ等の撤去 
 ・都市環境の回復 
 ・生活の再建 

復興対応 ○地域・生活の再建・強化 

 ・教訓の整理 
 ・都市復興計画の推進 
 ・都市機能の回復・強化 

  なお、活動区分ごとに活動目標については、基本的な事項についてまとめたものであること

から、実際の運用に当たっては、災害の態様、状況に応じた配慮が必要となる。 

 

 

第３節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 

 

第１ 防災関係機関の実施責任 

 １ 会津坂下町 

   防災の第一次的責任を有し、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 福島県 

   市町村を包括する広域地方公共団体として、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とともに、町及び指定地方公共機関が処理する防災に関す

る事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行う。 

 ３ 指定地方行政機関 

   指定地方行政機関は、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、指定公共機関、指定地方公共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その業務に協力する。 
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 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、県及び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、災害時には、災害応急措置を実施する。 

   また、町その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 防災関係機関の処理する事務又は業務の大綱は次のとおりとする。 

１ 会津坂下町の事務又は業務 

 （１）会津坂下町防災会議の連絡調整 

 （２）防災組織の整備及び育成指導と訓練 

 （３）防災知識の普及及び教育 

 （４）防災訓練の実施 

 （５）防災施設の整備 

 （６）防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

 （７）消防活動その他の応急措置 

 （８）避難対策 

 （９）災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

 （10）被災者に対する救助及び救護の実施に関すること。 

 （11）保健衛生 

 （12）文教対策 

 （13）被災施設の復旧 

 （14）その他の災害応急対策 

 （15）その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 （16）管内の関係団体が実施する災害応急対策の調整に関すること。 

２ 福島県 

 （１）防災組織の整備 

 （２）町及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

 （３）防災知識の普及及び教育 

 （４）防災訓練の実施 

 （５）防災施設の整備 

 （６）防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

 （７）災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

 （８）緊急輸送の確保 

 （９）交通規制、その他社会秩序の維持 

 （10）保健衛生 
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 （11）文教対策 

 （12）町が実施する被災者の救助及び救護の応援 

 （13）災害救助法に基づく被災者の救助 

 （14）被災施設の復旧 

 （15）その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

３ 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部会津坂下消防署及び消防団 

 （１）火災の予防 

 （２）危険物等の安全確保及び規制 

 （３）救助及び救護 

 （４）自主防災組織の育成 

 （５）火災の鎮圧、その他の災害の軽減措置 

 （６）大火災対策及び消防力の強化 

 （７）消防計画の作成指導 

 （８）その他、町から要請された事項 

４ 会津坂下警察署 

 （１）情報収集、伝達及び広報 

 （２）避難の指示等及び誘導 

 （３）被災者の救出、救護 

 （４）緊急輸送の確保・交通規制 

 （５）犯罪の予防及び社会秩序の維持 

 ５ 指定地方行政機関 

 （１）東北地方整備局（郡山国道事務所）、北陸地方整備局（阿賀川河川事務所） 

   ア 災害情報等の収集・提供、応急対策及び災害復旧等の支援 

   イ 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

   ウ 洪水予警報等の発表及び伝達 

   エ 水防活動の支援 

   オ 災害時における交通規制及び輸送の確保 

   カ 被災直轄公共土木施設の復旧 

   キ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

   ク 町が行う避難勧告等の判断基準・伝達マニュアルやハザードマップ等の作成に関する

技術的な支援・協力 

 （２）仙台管区気象台（福島地方気象台） 

   ア 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表 

   イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象の予報・

警報等の防災情報の発表、伝達及び解説 

   ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

   エ 県や町が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

   オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 
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 ６ 自衛隊（郡山駐屯地） 

   災害応急対策の支援協力 

 （３）災害救助のための物品の無償貸付及び譲与 

 ７ 指定公共機関 

（１）日本郵便株式会社（坂下郵便局） 

   ア 災害時における郵便事業運営の確保 

   イ 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

 （２）東日本高速道路株式会社 

   ア 道路の耐災整備 

   イ 災害時の応急復旧 

   ウ 道路の災害復旧 

 （３）通信事業者（東日本電信電話株式会社福島支店、エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ㈱、

㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤI㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ソフトバンクモバイル㈱） 

   ア 電気通信施設の整備及び防災管理 

   イ 非常通話の確保及び気象予警報の伝達 

   ウ 被災電気通信施設の復旧 

 （４）日本赤十字社（会津坂下分区） 

   ア 救助等の協力及び連絡調整 

   イ 義援金の募集 

   ウ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整 

 （５）東北電力株式会社（会津若松支社） 

   ア 電力供給施設の整備及び防災管理 

   イ 災害時における電力供給の確保 

   ウ 被災電力施設の復旧 

 （６）東日本旅客鉄道株式会社（会津坂下駅） 

   ア 乗客の安全確保及び安全輸送の確保 

   イ 鉄道施設等の整備及び防災管理 

 ８ 指定地方公共機関 

 （１）会津乗合自動車 

   ア 被災地の人員輸送の確保 

   イ 災害時における避難者等の緊急輸送の協力 

 （２）新聞社 

    災害状況及び災害対策に関する情報の収集・提供 

９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

（１）会津宮川、阿賀川、只見川、袋原土地改良区 

    自己の管理に係る農業用施設等の被害調査及び点検 

（２）会津坂下町商工会等商工業関係団体 

   ア 緊急物資の供給又は斡旋 
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   イ 災害時における物価安定についての協力 

（３） 燃料供給業者（福島県石油商業組合加盟業者） 

  ア 施設の安全管理 

  イ 燃料の備蓄及び緊急車両、重要施設等への燃料の優先的な供給 

（４）会津みどり農業協同組合 

   ア 被害状況調査及び応急対策への協力 

   イ 農作物災害応急対応の指導 

   ウ 主要食糧の自給対策 

  エ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせん 

  オ 被災組合員に対する融資のあっせん 

（５）病院等医療施設の管理者 

   ア 災害時における収容者の保護及び誘導 

   イ 災害時における病人等の収容及び保護 

   ウ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

10 小中学校、高等学校（保育所、幼稚園） 

   ア 災害時における児童生徒の安全確保 

   イ 災害時における応急教育・保育対策計画の確立と実施 
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第２章 会津坂下町の概要 

 

第１節 会津坂下町の概要と災害要因の変化 

 

第１ 災害誘因 

 １ 地域の気象の特性（概況） 

   会津盆地西縁部に位置する会津坂下町は、冬に多くの雪をみる日本海側の気象を示す。ま

た夏と冬の寒暖の差が激しく、気象の日較差も大きい内陸性気候が加味される。 

 ２ 災害誘因の概要 

 （１）気象災害の主たる季節別区分は、次のとおりである。 

季節区分 災  害  種  別 

春 季 風害、水害、風水害、霜害 

夏 季 水害、冷害、風水害 

秋 季 風害、水害、風水害 

冬 季 風雪害、雪害 

 （２）水害危険箇所の概要 

    会津坂下町水防計画書に定める重要水防区域とする。 

 （３）土砂災害に誘因 

    地形、地質、降雨量との関係から災害が発生するのである。特に本町の場合は、断層の

岩質が主な特性である。 

 

第２ 会津坂下町の自然条件 

 １ 位置 

   会津坂下町は会津盆地の西部に位置し、東から北にかけて阿賀川を隔て、東部は会津若松

市、湯川村、喜多方市（旧塩川町）、西部は柳津町、西会津町、喜多方市（旧高郷村）。南部

は会津美里町（旧新鶴村）、北部は喜多方市（旧山都町）に接し、会津の主要市町村との距離

は、会津若松市、喜多方市、会津美里町（旧会津高田町）、柳津町へそれぞれ１２ｋｍなって

おり、東経１３９度４９分、北緯３７度３３分で、東西１１ｋｍ、南北１４ｋｍで、 

９１．６５ｋ㎡の面積を擁している。 

 ２ 地勢 

   会津坂下町は海抜１７５ｍ～４５２ｍに位置し、河川は一級河川阿賀川が町の東部で宮川

と合流して北へ流れ、東北部では日橋川と合流して北西へ流れる。また、北部では町の中心

を北流する旧宮川（鶴沼川）と合流し、西北部で町の西部を北流する只見川と合流しており、

これらの河川は総て阿賀野川水系となって越後平野に注いでいる。 

   また、かんがい用水として、栗村堰、富川頭首工などの中小河川と多くの溜め池がある。 

   山岳は、町の西部に大蔵山、高寺山などがそびえ丘陵地帯を形成しているが、標高 

４５０ｍ以下の山々がそのほとんどである。活断層については、会津盆地西縁断層帯が町の
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西部に位置している。 

 ３ 地質 

   会津盆地周辺山地及び阿賀川・只見川流域の広い地域には、緑色凝灰岩を主とする堆積岩

類・火山岩類からなる海成の新第三系が厚く発達している。また、会津盆地西縁の丘陵には

陸水成の堆積物からなる鮮新・更新系が広く分布している。 

 

第３ 会津坂下町の社会的条件 

  災害、特に地震災害においては、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するもののほか、

人口の分布や、建築物の状況等の社会的条件によってもたらされたものが、同時複合的に発生

することが特徴である。 

 １ 人口 

   国勢調査（平成１７年）によると、人口は１８，２７４人であり推移は、昭和３５年の 

２５，８６７人をピークに減少傾向にあり、昭和５０年から平成７年までの２０年間に 

４２６人の減少で、平成７年から平成１７年までの１０年間に１，８０９人の減少となった。 

   また、６５歳以上の人口は、平成７年には、４，５４７人、対人口比率２２．６％であっ

たのに対し、平成２２年では、５，１２６人、人口比率２９．５％となり、高齢化社会が進

んでいる現状にある。 

単位：人 

  （資料：平成17年及び平成22年は国勢調査、平成25年及び平成26年は10月1日現在の福島県の推計人口） 

 ２ 昼夜間人口比（流入流出人口の推移） 

                                      単位：人 

  （資料：国勢調査） 

 ３ 土地利用 

 平成 17 年 平成 22 年 平成 25 年 平成 26 年 

総人口 18,274 17,360 16,702 16,442 

00 歳～14 歳 2,672 2,342 2,091 2,016 

15 歳～64 歳 10,434 9,878 9,521 9,253 

65 歳～ 

(内 75歳以上) 

5,165 

（3,412） 

5,126 

（3,150） 

5,076 

（3,116） 

5,159 

（3,070） 

その他（不詳） 3 14 14 14 

 平成 17 年 平成 22 年  平成 17 年 平成 22 年 

流入 

人口 

通勤 2,384 2,377 
流 出 

超過数 

通勤 935 1,095 

通学 437 442 通学 5 42 

計 2,821 2,819 計 955 1,137 

流出 

人口 

通勤 3,319 3,472 常住人口 18,271 17,360 

通学 457 484 昼間人口 17,316 16,275 

計 3,776 3,956 昼間／常住比率 94.8 93.8 



第１編 総則編 

― 12 ― 

   平成２２年度の土地利用については、農用地が町土面積の約３８％を占め、本町の基幹産

業である農業における生産の場としての役割に加え、自然環境保全など重要な役割を担うと

ともに、緑地空間として田園風景や快適な生活環境の形成の上でも重要なもとなっている。

また、森林は、町土面積の３３％を占め、自然環境の保全、水源かん養等の公益的機能、木

材生産などの経済的機能を併せ持っている。 

○本町の土地利用の推移                          単位：ha 

 

 ４ 交通 

    町の中心を一般幹線道路である国道４９号が東西に走り、町の南側を磐越自動車道が東

西に走っている。 

    また、これに付随するかたちで、主要地方道（県道）、町道が東西南北に走り、地域住民

の日常生活に密着した道路網を構成している。 

 ５ 災害の要因 

   ア 地域間の人口分布の変化 

     都市部への人口の集中による過疎化現象により、農山村部では、災害応急活動を行う

ためのマンパワーが不足することが想定されている。 

     また、急速な高齢化など、いわゆる要配慮者の増大についても配慮しなければならな

い。 

   イ 時間別人口分布の変化 

     日常活動範囲の拡大による夜間と昼間時の人口分布の変化である。昼間時には市街地

中心部に人口が集中することから、農山村部では夜間に比べて極めて人口が少なくなる

傾向にある。このため、市街地を中心に被害が集中する可能性が高くなる一方で、その

周辺部では災害応急活動を行うためのマンパワーが不足するといったことが起こりうる。 

   ウ 生活様式の変化 

     生活様式の変化により、電力、ガス、水道、下水道、電話等のライフライン施設への

依存度が高まっていることから、これら施設は、災害により被害を受けるとその復旧に

時間を要することばかりか二次災害発生の危険も含んでいる。また、行政機関において

もこれらの施設の依存度は高く、場合によっては、初動体制への影響も考えられる。 

 平成 13 年 平成 22 年 平成 28 年 平成 33 年 

農 用 地 3,590 3,490 3,485 3,473 

森   林 3,067 3,056 3,054 3,048 

原   野 － － － － 

水面・河川・水路 423 416 420 420 

道   路 658 675 677 679 

宅   地 416 433 433 446 

そ の 他 1,011 1,095 1,096 1,099 

合   計 9,165 9,165 9,165 9,165 
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   エ コミュニティ意識の低下 

     都市化の進展とともに、コミュニティ意識の低下傾向が見られる。災害による被害を

最小限にくい止めるためには、「自らの身の安全は自ら守る」という町民一人ひとりの防

災意識の向上とともに、自主防災体制の整備充実が欠かせないものである。 

     このような本町における急速な社会的条件の変化によって、被害が拡大されるだけで

なく、被害の様相も多様化するものと考えられるが、現状ではこうした新しい災害要因

への対応は、決して満足できる状況にあるとはいえない。したがって条件変化に最大限

の努力を払うと同時に、地道な基礎的調査や防災意識の普及活動を不断的に続けていく

ことが必要である。 
 

第４ 会津坂下町における主な災害の履歴 

  災害履歴 

発生年月日 災害名 被害内容 

慶長 16年（1611）8／21 地震 辰の下刻、大地震。死者 3700人、民家 2万戸潰れる。処々

の山岳崩れ大川・新橋川以下の諸水氾濫。耶麻郡に山崎湖

ができ、勝負沢の越後街道崩壊。越後街道路線変更。坂下

が宿場となる。心清水八幡神社社殿・立木観音堂倒れる。

特に両沼、南会津の被害が多かった。 

享保 8年（1723）4／1 大火 坂下大火。311 戸焼失。諏訪神社も類焼。もぐら焼け（御

夢想焼け）。 

享保 19年（1734）5／5 大火 坂下大火。（『新編会津歴史年表』には 276戸焼失とあるが、

『福島県災害誌』では 444戸焼失とある。） 

明治 12年（1879）5／11 大火 福原村大火（福原小学校も類焼）。 

明治 12年（1879）6／7 大火 坂下町新町から出火、ほとんど全町を焼く。(ベコ屋火事と

称す)。 

明治 17年（1884）5／23 大火 天屋村束松火災。 

明治 24年（1891）6／5 大火 川西村長井で 32戸焼失。 

明治 30年（1897）8／31 大火 坂下町大火、住家 182戸・半焼 86戸・河沼郡役所などが類

焼。 

明治 31年（1898）8／ 大火 坂下町地内から出火(薬用人参乾燥場)、住家など 300戸を焼

失。 

明治 35年（1902）9／28 台風被害 県内全域台風被害。広瀬尋常小学校では暴風雨による校舎

損壊・立木倒伏・日橋川増水による浸水。その他町域被害

甚大。 

明治 38年（1905）5／6 

         6／8 

大火 

大火 

坂下町上町地内から出火。上町の両側 100戸を焼失。 

坂下町内から出火、類焼棟数 184（居宅・土蔵・小屋含む）。 

明治 40年（1907）8／27 大雨 県内各地に 100 ㎜以上の大雨が降り各河川が氾濫し、坂下

町の降水量は 121．7㎜となる。 

明治 44年（1911）7／13～17 大雨 会津地方に大水害。塩川・喜多方方面床上浸水 49戸、床下

浸水 389戸、田浸水 811町歩、畑浸水 337町歩、道路損壊

462間、橋損壊 26ヶ所、堤防決壊 364間。水害後、会津地

方では伝染病の発生が多くなる。（『福島県史』では（猪苗

代地方）で家屋浸水 1392戸、河沼郡で 49戸床上浸水被害) 
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発生年月日 災害名 被害内容 

大正 2年（1913）8／26～27 大雨 両日暴風雨となり県北地方では 200 ㎜を越える大雨、坂下

町は宮川・只見川大洪水にて浸水家屋 605戸・床下 218戸・

流失家屋 3戸・宮川(鶴沼川)の堤防破壊・橋梁・田畑流失埋

没・桑園・片門村の校舎も一部流失など大被害。 

大正 3年（1914）8／3 大雨 午後 3時頃より大雨、同 12時頃宮川の出水は平水より 7尺

以上となり堤防 3 ヶ所破壊(宮川筋)・浸水家屋 500 戸・田

畑流失埋没などの被害。 

昭和 2年（1927）4／4～5 大雨 4/4の夜半から 4/5にかけ大雨となり、湯川・阿賀川・鶴沼

川各川が出水、坂下町は床下浸水 300戸・水田埋没 10町歩・

橋流失３ヶ所の大被害。 

昭和 26年（1951）5／2 大火 川西村長井集落で 11 時 30 分頃火災、全住家 73 戸の中 49

戸・土蔵 9棟・精米所など合計 60棟を焼失、さらに山林に

飛火した。 

昭和 31年（1956）7／14～17 

 

大雨 数日にわたった豪雨により、山間部の貯水池・栗村堰・鶴

沼川の堤防決壊が随所に起こり、坂下地区・若宮地区の住

宅や田畑に甚大な被害。 

         7／20  会津坂下町で水害。道路浸水 50ｃｍ。家屋床上浸水 300戸、

床下浸水 470戸、その他田畑の浸水被害も出した。 

昭和 33年（1958）9／17～18 大雨 

「台風21号」 

17日昼頃から大雨が降り発電所ダムの放水のため朝から只

見川の水量が急増し、片門村内は浸水、農作物に被害。広

瀬・川西地区でも水害による大被害、青津区で死者が出る。 

昭和 38年（1963）1／21 豪雪 

「38豪雪」 

前年末からの豪雪で車両の便も絶え、生鮮食料品をはじめ

とする物資の輸送が極めて困難となり自衛隊を要請。 

昭和 39年（1964）6／16 新潟地震 町の被害額は 1億 8千万円。 

昭和 40年（1965）7／16～22 大雨 連日降り続いた大雨で、各中小川が決壊・はん乱、会津坂

下町は住家床下浸水 400戸の被害。 

平成 23年（2011）3／11 東日本大震

災 

午後 2時 46分マグニチュード 9.0東日本大震災発生。町内

では家屋・土蔵など全壊・半壊等 170 件以上多大な被害。

地震、津波および福島第一原子力発電所から放射性物質が

放出。その後町内に被災地の葛尾村、南相馬市等から「川

西公民館」「農村環境改善センター」「会津自然の家」、一般

家庭などに約 1000名避難。 

平成 23年（2011）7／30 新潟・福島豪

雨 

7/28 からの大雨により只見川水系が大洪水。新潟県、会津

地方で約 40万人が避難指示・避難勧告。町内では、片門・

舟渡・和泉・平井で避難勧告。7/31まで高寺地区停電。 

  ※年表中の網掛けは『福島県災害誌』から調べたものであるが、この書籍は月日が太陽暦に直してあるもの 
   が多いためチェックを入れた。 

参考資料 
『福島県災害誌』 福島県 昭和 47年、『会津坂下町史 Ⅲ歴史編』 会津坂下町 昭和 54年 
『会津坂下町．1985年要覧 合併 30周年記念誌』 会津坂下町 昭和 60年 

『阿賀川史-改修 70年のあゆみ-』 建設省北陸地方建設局阿賀川工事事務所 平成 6年 
『新訂 会津歴史年表』 会津史学会編  歴史春秋社発行 平成 17年 
『会津坂下町史 第 3巻 通史編Ⅲ近代・現代』 会津坂下町  平成 24年 

 

第５ 災害危険箇所の概要 

 １ 水害危険箇所 

   水防法（昭和２４年法律第１９３号）第４条の規定により指定された、水防管理団体であ

る町が、同法第２５条の規定に基づき定めた水防計画書に掲載した重要水防区域について、

洪水等の水災が予想される。 
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 ２ 地すべり、山崩れ、土砂災害等危険箇所 

   地すべり、土石流、急傾斜地崩壊、山腹崩壊、崩壊土石流及び土砂災害の危険箇所は、町

の西部に位置する丘陵地帯に発生することが予想される。 

 

第６ 地震災害と想定地震 

 １ 既往の地震災害 

   本町における大きな災害をもたらした地震としては、１６１１年（慶長）の会津地方にお

ける地震（Ｍ６．９）があり、神社仏寺の堂倒壊、大破多く、家屋も多く潰れ大破した。ま

た、１９６４年（昭和３９年）６月１６日 13 時 01 分（JST）ごろ発生の新潟地震（Ｍ７．

５）は、家屋の倒壊、店舗、商品等、道路、橋梁、農業施設に甚大な被害をもたらし、被害

総額は１億８千万円に達した。 

 ２ 地震による被害想定 

   福島県による地震津波被害想定調査の結果、震源地は本町の平野部西部に位置している「会

津盆地西縁断層帯」地震では、広範囲にわたり大規模な液状化被害の発生が見込まれ、本町

においては最大で震度６強の強い地震の発生が予想されることから、磐越自動車道を中心と

する交通網の寸断や大量の住宅倒壊が予想されており、この地震による人的被害については、

死者が最大で１３０名近くに及ぶほか、負傷者も最大で２，０００名を大きく上回るなど極

めて深刻な被害がもたらされるものと想定される。また、数多くの法面崩壊の発生が予想さ

れるため、交通手段の確保が困難となり、周辺地域からの広域的な応援や傷病者等の搬送活

動に支障をきたすおそれがある。さらに、冬期間においては豪雪等の影響により交通などの

都市機能や市民生活が阻害されるなど、雪に対して極めて脆弱な環境下におかれていること

から、冬に地震が発生した場合には、救助・救急、消火など様々な災害対策活動に甚大な影

響を及ぼすことが懸念される。 

 

想定地震の概要 

 

 

 地  震  名 マグニチュード 震源の深さ等 
会津坂下町の 

想定震度 

内

陸

部 

福島盆地西縁断層帯（台山断層、土

湯断層）を震源とする地震 
M７．０ 

震源の深さ 10 ㎞ 
長   さ 20 ㎞ 
  幅    5 ㎞ 

５弱～５強 

会津盆地西縁断層帯を震源とする地

震 
M７．０ 

震源の深さ 10 ㎞ 
長   さ 20 ㎞ 
  幅    5 ㎞ 

６弱～６強 

双葉断層北部（塩手山断層）を震源

とする地震 
M７．０ 

震源の深さ 10 ㎞ 
長   さ 20 ㎞ 
  幅    5 ㎞ 

３～４ 

海

洋

部 
福島県沖を震源とする地震 M７．７ 

震源の深さ浅部20㎞ 
東西幅   60 ㎞ 
南東長さ  100㎞ 

４ 
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第２節 調査研究体制の整備 

 

第１ 災害のないまちづくり（町の基本姿勢） 

  過去に自然災害による多大な被害をもたらした河川については河川改修、築堤、護岸工事等

の施工により災害発生の危険は少なくなった。 

  しかし、豪雨、地震、都市災害の発生の危険もあるので町の総合的な災害対策である地域防

災計画を強化するとともに、誰もが安心して住める町とするために自然災害の防止に努め、災

害発生時には、その影響を最小限にくいとめるような防災体制を構築する。 

 １ 自然災害の防止 

   本町は水辺空間が多く、風景を豊かなものにするのに重要な役割をはたしているものの平

野部の勾配が緩く、集中的な降雨に弱い。また、傾斜度１５度以上の急傾斜地が丘陵を中心

として数箇所あり、その他、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり危険箇所、砂防指定地、保安

林の指定があり、今後ともこれら指定箇所の管理と定期的な調査を行うとともに、水害を中

心とした総合的な治山、治水対策を実施することにより災害を事前に防止することが課題で

ある。 

 ２ 消防、防災体制の充実 

   自然災害や火災等に対して強い町をつくるために、各種の防災対策事業を進めるとともに、

防災情報システムの構築を図るため、防災行政無線システムの効率的な活用を図り、情報の

正確化、迅速化に努める。 

 ３ 地域防災の基本 

   住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、行政施策として

の「公助」が適切に役割分担された社会を形成することが重要である。 

   これらの「三助」を実現するためには、住民や事業者の防災力を向上させることも重要だ

が、何よりも地域防災計画において、防災に係る各主体の役割を定め、災害対策の原則的事

項の詳細を定め、これらの推進を約束する行政の役割がもっとも重要である。 

   本計画では、「先を見越した（読む）防災力で、まちを守る」を防災ビジョンとし、アメ

リカの危機管理の原則として知られている「プロアクティブ（proactive）の原則」を行動原

則として導入する。 

 

第２ 調査研究推進体制の充実 

 １ 防災アセスメントの実施及びハザードマップ等の整備 

   風水害等の発生危険箇所等について、災害の危険性を地域の実情に即して的確に把握する

ための防災アセスメントを行い、地域住民の適切な避難や防災活動に役立てるため、ハザー

ドマップ、防災マップ．地区別防災カルテ等の作成を推進する。 

 

第３ 自主防災組織等地域における取り組み 

  阪神・淡路大震災や東日本大震災、新潟福島豪雨災害などでは、公共による応急活動の時間

的及び量的限界が明らかとなり、近隣住民による自主防災力の重要性が確認された。 
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  自主防災力の向上のためには、身近な地域の危険環境を熟知すること、日頃から近所付き合

いを大切にし、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な方をはじめとする近所の居住者特性を把

握しておくこと、いざという時にとるべき行動について普段から意識し、訓練しておくこと等

大切である。 

  そのため、近隣住民で自主防災組織を形成し、自らの手で街角防災マップを作成し、自らの

防災への対応能力を高めるための訓練・研修に参加する等、災害対応を自らの問題として捉え

た行動が重要となる。 

 

第４ 防災施策の大綱 

 （１）自然災害の防止     治山、治水対策       河川改修事業の促進 

                              保安林の整備 

                              土砂災害、地すべり対策の充実 

                              砂防事業 

                              急傾斜地崩壊対策事業 

 （２）消防、防災体制の充実  安心な消防、防災対策    防災施設の整備 

                              防災行政無線の活用充実 

                              消防施設の整備 

                安全な避難路の対策確保   避難訓練による周知 

                              避難路の充実 

                              避難緑地の確保 

 （３）克雪まちづくり計画の推進    克雪対策      除雪対策の充実 

                              消雪施設・防雪柵等の整備 

                     雪の活用     冬のイベント 

                              ウインタースポーツの振興 

 

 

第３節 住民等の責務 

 

第１ 住民の責務 

  住民は、災害対策の基本理念にのっとり、食品、飲料水その他必要物資の備蓄その他の自ら

災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他自発的な防災活動への参加、過去

の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めるものとする。 

 

第２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資等の供給を生業とする者の責務 

  災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材並びに役務の供給又は提供を生業とす

る者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関

し、県及び市町村が実施する防災に関する施策に協力するものとする。 
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第１章 災害予防計画 

 

第１節 防災組織の整備・充実 

（総務課） 

 災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、町は、防災体制を整備し、広域的な応援も含め、

防災関係機関相互の連携体制を強化するとともに、地域全体の防災力の向上に結びつく自主防災

組織等の促進を図り、防災体制の万全を期す。 

 

第１ 防災に関する組織 

 １ 会津坂下町防災会議 

 （１）根拠 

    会津坂下町防災会議は、会津坂下町長を会長として、災害対策基本法第 16条第６項の規

定に基づく、会津坂下町防災会議条例第３条に規定する機関の長又はその指名する職員を

委員として組織する。 

 （２）所掌事務 

    町防災会議の所掌事務は、次のとおりである。 

   ア 町地域防災計画、町水防計画を作成及びその実施を推進すること。 

   イ 町の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に関する情報を収集すること。 

   ウ 町の地域に係る災害が発生した場合、当該災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関

し、町並びに関係指定地方行政機関、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互

間の連絡調整を図ること。 

   エ 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施推進を図ること。 

   オ 上記に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に

関すること。 

 （３）組織 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 委員 

  指定地方行政機関の職員 

福島県知事の内部の職員 

  福島県警察の警察官 

  町長が内部の職員から指名する者 

  教育長 

  消防団長及び広域消防署長 

  指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 

  自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 

  前各号のほか町長が特に必要と認める者 

○ 専門委員 

  委員の中から町長が指名する者 

会
長
（
町
長
） 
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 ２ 会津坂下町災害対策本部 

   災害対策基本法第 23条の規定に基づき設置し、災害予防及び応急対策を実施する。 

 ３ 会津坂下町水防管理団体等 

   水防法第３条に基づき設置し、会津坂下町における河川等の洪水による水災を警戒し、防

御する。 

 

第２ 自主防災組織 

 １ 設置の目的 

   災害対策基本法第５条の規定に基づき、地域住民が自ら防災活動の推進を図るため、各行

政区等単位として設置する。 

 ２ 組織編成 

   自主防災組織の編成は、それぞれの規約で定めるところによる。 

   なお、具体的な編成基準及び活動基準は、｢第 14節 自主防災組織の整備｣のとおりとする。 

 

第３ 事業所等の防災組織 

  事業所（企業等）は、消防法第８条及び第 36条の規定により「消防計画」を作成すべき事業

所である場合はもちろん、地域の安全と密接な関連がある場合においては従業員、利用者の安

全を確保するとともに、地域の災害を拡大することのないよう、的確な防災活動を行うものと

する。 

  また、事業所は、自主的な防災組織の編成に努めるとともに、周辺地域の自主防災組織と密

接な連携をとり、地域の安全に積極的に寄与するよう努めるものとする。また、町が実施する

防災事業に積極的に協力するものとする。 

  ○ 具体的な主な活動 

   ア 防災訓練 

   イ 従業員の防災教育 

   ウ 情報の収集・伝達方法の確立 

   エ 火災その他の災害予防対策 

   オ 避難対策 

   カ 応急救護対策 

   キ 地域の防災活動への協力 

 

第４ 応援協力体制の整備 

  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、各行政機関及び関係機関は相

互の応援協力により適切な応急救助等を実施するものとする。なお、埼玉県北本市、会津坂下

町内の郵便局、会津坂下町建設業組合、会津坂下町管工事組合、会津坂下町電友会、コープあ

いづと災害応援協定を締結している。 

 １ 市町村との相互応援 

   町は、適切な災害応急対策を実施（広域避難、役場機能の低下、喪失、移転対策を含む。）
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するため、あらかじめ会津若松地方広域圏管内、隣接市町村、会津地方振興局管内等を単位

として応援協定に基づき、常日頃から体制を整備し、効率的な運用が図られるよう努めると

ともに、大規模災害時に圏内市町村が広範囲に被災することも想定されることから、既存の

文化交流等の枠組みなども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との応援協定

の締結も積極的に進めるものとする。 

   また、応援協定を締結していない市町村からの災害対策基本法第６７条の規定による相互

応援についても、迅速な対応をとることができるように、あらかじめ手続き等の細部的事項

について、十分な検討を行っておくものとする。 

 ２ 行政機関に対する応援要請 

 （１）知事又は他の市町村長に対する応援の要請等については迅速な対応をとられるように努

めるとともに、次に掲げる事項については口頭又は電話をもって要請し、後日文書により

処理するものとする。 

   ア 災害の状況及び応援を求める理由 

   イ 応援を要請する機関名 

   ウ 応援を要請する職種別人員、物資等 

   エ 応援を必要とする場所、期間 

   オ その他必要な事項 

 （２）指定地方行政機関の長に対して、災害応援対策又は災害復旧対策のため必要があると認

めるときは、次の（３）ア～オをもって当該機関に職員の派遣を要請することができる。 

   （災害対策基本法第 29条） 

 （３）知事に対して、災害応急対策又は災害復旧対策のため必要があると認めるときは、文書

をもって指定地方行政機関の職員のあっせんを求めることができる。 

（災害対策基本法第 30条）  

   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とされる事項 

     なお、派遣された職員の身分の取り扱いに関しては、災害対策基本法施行令第 17条に

定めるとおりである。 

 （４）消防の相互応援 

    会津若松地方広域市町村圏整備組合管内の消防相互応援協定等に基づき体制の整備を図

ると共に効率的な運用が図られるように努める。 

 ３ 民間団体等に対する応援要請 

   災害時における応急対策等に対し、その積極的な協力が得られるよう災害支援協定締結等

により協力体制を整える。 
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第５ 町の各課における平常時からの業務 

  町は、災害応急対策を的確かつ確実に実施するため、平常時から災害に備え、次に係る業務

を行うものとする。 

 １ 各所属における平常時からの業務分担（各課共通事項） 

 （１）所掌事務に係る災害対策の実施に関する実施要領等の整備に関すること。 

（２）発災時所掌する事務・活動に必要な基礎的情報の収集、整理、更新に関すること。 

 （３）所掌事務に係る関係部署・機関との連絡体制の構築・整備（協定締結等を含む。）に関す

ること。 

 （４）職員の安全確保に係る職員への周知に関すること。 

 （５）職員に対する災害応急対策への実施に必要な知識の習得に関すること。 

 （６）災害対策に関する訓練への参加に関すること。 

 ２ 各所属における平常時からの主な業務分担 

 所  属 事 務 分 掌 

総
務
課 

行政管理班 １ 各課等における配備計画の把握に関すること。 

２ 災害発生時における職員の非常招集に関すること。 

３ 災害発生時における県に対する職員の派遣要請及び派遣あっせん要請

に関すること。 

４ 災害発生時における要望及び苦情相談等の処理手続きに関すること。 

 危機管理班 １ 危機管理に関する庁内調整に関すること。 

２ 災害対策基本法に関すること。 

３ 地域防災計画に関すること。 

４ 避難行動要支援者対策の庁内調整に関すること。 

５ 災害発生時における通信設備の確保に関すること。 

６ 緊急時環境モニタリングに関すること。 

７ 各地区防災並びに自主防災組織の指導・育成に関すること。 

８ その他防災対策一般に関すること。 

 税務管理班 １ 災害発生時における町税の減免及び猶予措置手続きに関すること。 

政
策
財
務
課 

政策企画班 １ 各地区コミュニティセンター避難所運営に関すること。 

２ 災害発生時における広報活動その他広報の実施手続きに関すること。 

３ 災害発生時における国・県に対する要望等に関すること。 

４ 視察団の視察の総合調整に関すること。 

５ 災害発生時における道の駅の活用方法の関係機関との調整に関するこ

と。 

 財務管理班 １ 庁舎及び附随施設等の情報収集体制に関すること。 

２ 災害発生時における起債等予算に関すること。 

生
活
課 

戸籍環境班 １ 災害発生時における環境衛生に関すること。 

２ 災害発生時における動物（ペットに限る。）救護対策に関すること。 

３ 災害発生時における廃棄物の処理及び清掃に関すること。 

福祉健康班 １ ＮＢＣ災害発生時における関係機関との連絡体制に関すること。 

２ 災害発生時における被災者の健康管理及びメンタルヘルスケアに関す

ること。 

３ 災害発生時における医療救護班の派遣に関すること。 

４ 福祉避難所の把握に関すること（福祉健康班が所掌するもの）。 

 保険年金班 １ 福祉避難所の把握に関すること（保険年金班が所掌するもの）。 

建
設
課 

都市土木班 １ 緊急輸送路に関すること。 

２ 災害発生時における被災建築物の応急危険度判定に関すること。 

上下水道班 １ 水道施設等の連絡体制に関すること。 

２ 災害発生時における飲料水の供給に関すること。 
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 所  属 事 務 分 掌 

産
業
課 

農林振興班 １ 農業気象に関すること。 

２ 災害発生時における農・林業金融及び農業災害補償に関すること。 

３ 災害発生時における家畜伝染病予防及び防疫に関すること。 

４ 農作物の技術支援に関すること。 

５ 災害発生時における家畜救護対策に関すること。 

６ 災害発生時における農業水利に関すること。 

商工観光班 １ 商工関係機関との連絡体制に関すること。 

２ 災害発生時における協力事業者等の把握に関すること。 

出納室 １ 災害救助法に基づく経費の支弁に関すること。 

２ 災害弔慰金の支給に関すること。  

教
育
課 

教育総務班 １ 災害発生時における教育関係職員の動員に関すること。 

２ 災害発生時における教育関係職員の非常招集に関すること。 

３ 公立学校の応急復旧に関すること。 

４ 災害発生時における児童及び生徒に対する学用品の支給に関すること。 

５ 災害発生時における被災児童及び生徒のメンタルヘルスケアに関する

こと。 

６ 災害発生時における義務教育の確保及び教職員の動員に関すること。 

学校給食センター １ 災害発生時における学校給食に関すること。 

社会文化班 １ 収蔵品の防災対策に関すること。 

２ 文化財の防災対策に関すること。 

３ 社会教育施設の防災対策に関すること。 

４ 災害発生時における避難所の開設支援等に関すること。（中央公民館） 

子
ど
も
課 

子ども支援班 １ 児童、母子世帯等の要配慮者対策に関すること。 

２ 児童福祉施設等の連絡体制に関すること。 

保育所・幼稚園 １ 災害発生時における教育関係職員の動員に関すること。 

２ 災害発生時における教育関係職員の非常招集に関すること。 

３ 施設の応急復旧に関すること。 

４ 災害発生時における被災園児等のメンタルヘルスケアに関すること。 

 

 

第２節 防災情報通信網等の整備 

（総務課、政策財務課） 

 災害の未然防止と被害の軽減を図るため必要な防災（業務）施設等の整備促進に関する計画と

する。 

 

第１ 防災情報通信網の整備 

 １ 防災行政無線 

   平成９年８月に防災行政無線設備（同報系・移動系）の運用が開始され、平成 25～26 年

度の２カ年事業で従来の通信機能に加え、情報伝達の高度化を図るためのデジタル化に整備

するとともに、雨音等の外的要因による伝達漏れを防止するため、地域の実情や効率化の観

点から、防災重点地域には戸別受信機も設置した。また、放送を聞き洩らした方に対しては、

電話自動応答装置を設け、電話回線を使用して通報内容の再確認ができるようシステムを追

加するなど、大規模災害時の住民等に対する災害情報の提供、被害情報の提供、被害情報の

収集伝達手段として活用していく。（資料１２） 

   また、消防庁が運用する J－ALERT（全国瞬時警報システム）の情報から自動的に防災行
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政無線や各種端末に防災（災害）情報を住民に提供するシステムの構築を促進するとともに、

デジタル放送や携帯端末等を活用した防災情報の提供を行う。 

   さらに、災害時に通信連絡網が十分に機能するよう訓練を行うだけでなく、日常業務にお

いても防災行政無線等の通信端末（防災電話等）を活用するなど、使用方法の習熟を図るも

のとする。 

 ２ 福島県総合情報通信ネットワーク 

   衛星系と地上系による通信の多ルート化の整備により、迅速かつ的確な情報の収集等災害

情報システムの充実化が図られた。 

 ３ 防災情報通信網の整備 

   町及び防災関係機関は、携帯電話等の整備に努めるとともに、不感地帯に対応した通信機

器の整備に努める。 

 ４ 職員参集システムの整備 

   現在職員参集については、福島県総合情報通信ネットワークによる気象情報をもとに宿日

直が防災担当へ連絡するほか、テレビ・ラジオの情報を基に防災行政無線により行っている

が、今後、携帯電話の普及により、ｉモード等を活用した一斉同報システムの整備が考慮さ

れる。 

 

第２ その他通信網の整備、活用 

  町は、災害時等に加入電話又は町が所有する無線通信施設が使用できない時、又は利用する

ことが困難となった場合に対処するため、電波法第 52条の規定に基づく非常通信の活用を図る

ものとする。また、緊急速報メール、衛星通信を利用した携帯電話の導入、国、通信事業者等

の支援による携帯無線機などの臨時的通信機器の確保など、災害時における多様な通信連絡網

の整備に努める。 

 

第３ 「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」 

  町は、地理的特性を踏まえ、国道４９号宮古橋のたもとに位置し非常時自家発電設備及び太

陽光蓄電設備を備えた「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」を防災拠点として位置付け、大規模

な災害時においては共同設置者である湯川村、郡山国道事務所、阿賀川河川事務所と連携を図

りながら、災害情報の受信・収集及び道路利用者への情報提供、負傷者や避難者の安全な受入

れ、救援・救助及び災害応急活動を担う防災関係機関の集結場としての役割を果たします。 

 

 

第３節 気象等観測体制 

（総務課、建設課） 

 気象等に関する自然災害による被害を軽減するため、気象等観測体制の充実を図るとともに防

災関係機関相互の連絡通信体制の強化を推進する。 
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第１ 気象等観測施設網 

 １ 福島県総合情報通信ネットワークによる気象情報 

 （１）気象注意報 

 （２）気象警報 

 （３）地震 

 （４）台風情報 

 （５）アメダス 

 （６）天気予報 

 （７）気象レーダー情報 

 （８）河川流域総合情報システム 

 ２ 統一河川情報システム（東北地方整備局、北陸地方整備局、（一財）河川情報センター） 

   国土交通省は、関係機関と協力し、雨量、水位、水質等の河川、土砂災害に関する情報伝

達システムの高度化、情報伝達範囲の拡大を行う。  

   (一財)河川情報センターの情報は以下のとおりである。  

 （１）雨量情報  

   ア 雨量観測所概況図（10分更新）  

   イ 時間雨量概況表（10分更新）  

   ウ 時間雨量現況表（10分更新）  

   エ 時間雨量経過表（10分更新）  

   オ 時間雨量グラフ（10分更新）  

   カ 日雨量現況表（１日更新）  

   キ 日雨量経過表（１日更新）  

   ク 日雨量グラフ（１日更新）  

 （２）雪情報  

   ア 毎時刻積雪深状況（１時間更新）  

   イ 日降雪量・積雪深一覧表（８時又は16時更新）  

    ※県土木部内では「豪雪災害時に於ける道路交通確保のための緊急措置要領について」

に基づき、平常時は１日１回、警戒時は３回、緊急時は３回＋随時の気象状況等の情

報連絡を行っている。  

 （３）水位情報  

   ア 水位流量観測所概況図（１時間更新）  

   イ 時刻水位量概況表（10分更新）  

   ウ 時刻水位流量現況表（10分更新）  

   エ 時刻水位流量経過表（10分更新）  

   オ 時刻水位流量グラフ（10分更新）  

   カ 水位流量伝播グラフ（１時間更新）  

 （４）警報  

   ア 警報発表状況一覧表  
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   イ 雨量・水位概況一覧表  

   ウ 洪水予警報  

   エ 水防警報状況図  

   オ 水防警報  

 （５）その他  

    臨時ニュース：水質事故、堤防決壊など河川にかかわる緊急な情 

   報 

 ３ レーダー雨量システムの設置（東北地方整備局）  

 （１）雨量  

   ア 東北（北陸）地方全域定性分布  

   イ 東北（北陸）全域定量分布  

   ウ 河川流域別時間雨量  

   エ ダム流域別時間雨量  

   オ 道路路線別時間雨量 

   カ 東北（北陸）地方定性分布  

   キ 近接地方定性分布  

 （２）降雪 

    東北地方他の定量分布  

 （３）予測雨量 

    東北（北陸）全域予測雨量分布（１時間、２時間、３時間） 

 ４ 河川ライブ映像の発信（阿賀川河川事務所） 

   阿賀川河川事務所において河川の状況をライブ映像で発信 

 

第２ 事業計画 

  自然災害を未然に防止するため、気象等観測施設の整備、観測方法の改善に努めるものとす

る。 

 

 

第４節 災害別予防対策 

（総務課、建設課、産業課） 

 水害、土砂災害及び雪害の発生を未然に防止するとともに、災害の拡大を防止するための各種

対策について定める。 

 

第１ 水害予防対策 

  本町の河川は、異常降雨による災害の発生の頻度が高く、流域内における都市化の急速な進

展に伴い、流域の持つ保水機能が低下しており、浸水被害の増大につながるおそれがある。 

  このため、水害を予防するため次の事業及び施設の整備を行うものとする。 

１ 治山事業 
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   災害防止林の造成に関する治山事業及び渓流又は山林等の砂防に関する通常砂防事業又は

緊急砂防事業を行うものとする。 

   また、荒廃地の復旧及び荒廃のおそれのある林地の予防を啓蒙する必要がある。 

 （１）河床上昇による荒廃河川の流路整正 

２ 河川・排水路の整備と維持管理 

   町並びに関係機関は、出水時に氾濫溢水する危険性がある地域や他動的原因により湛水し

たことのある地域など整備の必要性の高いものから順次整備を進めるとともに、観測機器や

資機材の整備点検を行う。 

   また、その雨水流下能力を保全するため、定期的な巡視を行うとともに、除草、浚渫等の

機能管理に努める。 

 （１）河水統制又は河川改修（改良）に関する治水事業 

   ア 未改修河川を改修し築堤護岸を施工する。 

   イ 再災害の発生防止のための事業 

   ウ 河道の屈曲部を矯正し、堤防の保護と河床の維持を図る。 

   エ 洪水調整ダムに係る関連施設の新設又は改修事業 

 （２）施設の維持補修 

   ア 流下土石により河床が上昇し流水断面が不足している河川における堆砂の除去 

   イ 経年の結果、河床及び護岸等の施行 

   ウ 改修工事により築堤した河川構造物の維持補修 

 （３）排水施設や樋門等の維持管理 

    内水被害を未然に防止するため、増水時に支川に向けて逆流することを防ぐための樋門、

樋管等の日常的な管理運営のほか、設備の維持補修を行う。 

 （４）水防施設、河川防災ステーション、資機材等の点検・整備 

   ア 各河川管理者等は、氾濫防止と治水機能維持のため水防施設の点検・整備を行う。 

   イ 各河川管理者等は、応急対策活動に支障がないよう、鍵の管理、倉庫内の整理、資機

材の調達をおこなうとともに、必要に応じて倉庫の増設や資機材の見直しをする。 

   ウ 町は、大規模な水害が発生した場合、阿賀川河川事務所で整備した河川防災ステーシ

ョンを防災拠点として位置付け、水防センターの共同設置者である湯川村と連携を図り

ながら、災害応急活動を行う。 

 ４ ダムによる防災対策 

   ダムは、発電や一定規模の洪水の適切な貯留など大きな役割を果たしている。このことも

踏まえ、ダム管理者は、貯留、放流等の調整を行い、下流域の水害を防止する必要がある。 

５ その他 

 （１）橋梁の維持補修 

    町道、農道、林道に係る橋梁の維持補修 

 （２）湛水防除事業 

    他動的原因により湛水したことのある地域における湛水を防除するための施設の新設又

は改良工事の施工 
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 （３）老朽のため池の維持補修 

 ６ 災害危険箇所 

   災害危険箇所は、会津坂下町水防計画書に定める重要水防区域一覧表のとおりである。 

 

第２ 風害予防対策 

  強風による災害を防止するため、次の事業及び対策を行うものとする。 

１ 風害防止事業 

 （１）農作物等の指導 

   農耕地湿、気温の調整を図り、農作物の生産増強並びに農地の保全を期するため、寒冷季

節風の常風地帯に対し防風林等による暴風対策に努める。 

 （２）家屋等の危険防止の指導 

   空き家、看板、広告物、その他の構築物を定期的あるいは台風期前に調査し、危険防止策

を講じるように指導する。 

 

第３ 土砂災害予防対策 

  台風や集中豪雨による土砂災害が発生し、住民の生命、財産に多大の損害を与える可能性が

ある土砂災害危険箇所（土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜崩壊危険箇所他）が本町

に多数存在している。 

  このため、土砂災害による危険が著しい箇所については、災害を未然に防止するため、避難

地や避難路等の防災施設や病院、介護施設等の要配慮者に関連して施設に対する対策を重点化

したうえ、次の事業及び対策を行うものとする。 

 １ 地すべり防止事業 

   治山事業及び砂防関係事業を進め、危険防止を図るものとする。 

 ２ 地すべり防止区域等の周知 

   県と連携を図り、注意標識を設置し住民等への周知徹底及び警戒・避難に資する観測・監

視体制の強化に努める。 

 （１）危険区域内の住民に対しては、大雨注意報、大雨警報及び台風情報をもれなく伝達する

こと。 

 （２）危険区域内に相当量の降雨があったとき又はある見込みのときは、時期を失することな

く住民に避難の勧告を行うこと。また、町長の避難勧告がなくとも住民が自主的に避難す

る方途を講じておくこと。 

 （３）避難場所については、会津坂下町地域防災計画に定める避難場所を常に検討し、危険地

区ごとの避難場所を指定するとともに危険区域内の住民に周知する。 

 （４）危険区域内に災害又は特異事象が発生した場合は、町長へ通報する者をあらかじめ定め

ておき、町長が災害等の実態を早急に把握できるよう措置を講じておくこと。 

 ３ 山崩れ等の対策 

   コンクリート杭、鋼管杭、排水路工の施設を整備し、危険区域内の住民の生命身体及び財

産の保護に努める。 
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 ４ 二次災害予防対策 

   危険性が高いと判断された箇所については警戒体制、関係機関及び地域住民への周知体制、

避難誘導体制等について整備を図るものとする。 

 ５ 土砂災害危険箇所の周知（資料４、５、６） 

   「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、指定さ

れた箇所については、特に土砂災害を未然に防止するため、危険が予想される地域の実態を

常に把握するものとし、危険箇所に注意標識を設置するなどにより関係者への周知徹底を図

るとともに、当該地域の住民に対しても、平常時から災害の危険性及び災害時の避難体制等

について周知を図るものとする。 

 ６ 土砂災害警戒情報 

 （１）目的 

    土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに市町村長が防

災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるように支援すること、

また、住民が自主避難の判断等に役立てることを目的とする。 

 （２）土砂災害警戒情報の発表 

    県等が発表する土砂災害警戒情報を受け、町は、周辺の渓流・斜面の状況や気象状況、

前兆現象、土砂災害情報システム（県の補足情報）の危険度指数等も併せて総合的に判断

し、住民への避難情報等を提供する。 

    また、住民への情報伝達は、防災行政無線や通信業者のエリアメール等を活用し、速や

かに伝達する。 

 

第４ 雪害予防対策 

  降雪積雪期における町民の安全安心な暮らしや円滑な産業経済活動を確保するために、雪害

の発生を未然に防止し、また、雪害が発生した場合の被害軽減を図るため、関係機関が連携し

交通、通信、電力等のライフライン関連施設を確保するなど雪害予防対策の整備を図り、積雪

又はなだれによる災害を防止するため、次の事業及び対策を行うものとする。 

 １ 雪害防止施設事業 

 （１）なだれの発生を一時的に止める柵及び階段工の施工 

 （２）崩壊による道路の災害を防止する工作物を築造し、交通を確保する事業 

 （３）冬期間道路の異常凍結による解凍期に交通不能状態となるのを防止するため、道路の構

造を改良する事業 

 （４）なだれ等による交通災害を防止する工作物を築造し、交通を確保する施設事業 

 （５）冬期間における交通確保のための除雪路線計画 

 ２ なだれ危険箇所の周知及び危険防止対策（資料７） 

   なだれの発生しやすい危険箇所について、行政区長と連携し、注意標識等を設置し、通行

者又は関係者への周知を図るとともに、危険地域を巡視し、なだれ発生予防査察を実施し、

危険防止に努める。 

 ３ 交通輸送の確保 
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   緊急輸送路の確保のための除・排雪体制の充実を図るとともに、防雪施設、消融雪施設等

の整備を推進し、安全な道路の確保に努める。 

 ４ 農業関係対策 

   ビニールハウス及び果樹等の雪害防止を図る。 

 ５ ライフライン施設の雪害対策 

 （１）電力施設 

    東北電力㈱と緊密な連携をとり、電力施設を防御し電力供給の確保に努め、緊急事態に

迅速に対応するものとする。 

 （２）通信施設 

    東日本電信電話㈱並びに携帯通信各社と緊密な連携をとり、雪害を最小限にとどめ、迅

速な通信網の確保に努め、緊急事態に迅速に対応するものとする。 

 （３）ＬＰガス 

    降積雪時におけるＬＰガスの安定供給のため、ＬＰガス容器の大型化、複数化を進め、

一般家庭におけるＬＰガス設備の安定供給能力の向上に努めるものとする。 

 ６ 寒冷時の避難対策 

   避難施設には、ストーブ等の電力を要しない暖房機器、燃料のほか、積雪寒冷時を想定し

た資機材（長靴、防寒具等）の備蓄に努める。 

   また、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備に努めるとともに、応急仮設住宅は、積

雪のために早期着工が困難となることや避難生活が長期化することが予想されることから、

生活確保のため長期対策を検討しておく必要がある。 

 

 

第５節 訓練に関する計画 

（総務課、政策財務課、生活課、教育課） 

 災害発生時に迅速かつ的確な行動を行うためには、災害時にどのような行動をとるべきか、災

害時の状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

 このため、町は、災害対策基本法第４８条の規定に基づき、単独又は県及び防災関係機関と共

同して防災訓練を実施する。 

 防災訓練は、災害応急対策計画に基づく応急対策の完全な遂行を図るため、次に掲げる計画を

中心関係機関が緊密なる連携をとり、図上又は実地に行い、総合的かつ計画的に実施するものと

する。実施予定日時、実施方法はその都度定める。 

 なお、各種訓練の実施に当たっては、高齢者、障がい者等の要配慮者の参加についても配慮す

るものとする。 

 

第１ 個別訓練 

 １ 消防訓練 

   会津坂下町における消防訓練は、次の事項別に行うものとする。 

 （１）消防用機械器具操法訓練 （２）機関運用及び放水演習 （３）操縦訓練 
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 （４）非常招集訓練      （５）人命救助訓練     （６）飛火警戒訓練 

 （７）通信連絡訓練      （８）破壊消防訓練     （９）出動訓練 

 （10）財産保護訓練      （11）林野火災防御訓練   （12）車両火災防御訓練 

 （13）自衛消防隊教育訓練 

 ２ 災害避難救助訓練 

 （１）通信連絡訓練 

    災害情報の伝達、被害報告、対策の連絡の訓練 

 （２）非常招集訓練 

    災害対策活動機関及び人員の招集訓練 

 （３）避難誘導訓練 

    避難命令の伝達､誘導方法､避難誘導隊の組織､編成指揮命令系統の整備及び適正避難の

訓練 

 （４）警備訓練 

    災害時の人心動揺を未然に防御し、社会秩序の維持に努めるための訓練警戒地区の設定、

立入禁止区域の設定及び交通の規制等の訓練 

 （５）救護訓練 

    災害時における避難者及び災害対策の実施者等の医療救護訓練、医療機関、医療従事者、

会津保健福祉事務所等の協力体制の確立及び救護班等の活動訓練 

 （６）救出訓練 

    災害のため生命身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は

救出してその者を保護する訓練 

 （７）物資輸送と給水訓練 

    救助物資の輸送、飲料水の供給訓練 

 （８）炊き出し訓練 

    避難者、災害対策の実施者に対して炊き出しを行う訓練 

 （９）水避難救助訓練 

    水避難者の救助訓練 

 （10）避難救助訓練 

    山岳遭難者等の救助訓練 

 ３ 非常招集訓練 

 （１）非常招集措置の整備 

      平常時において次の項目について調査し、非常招集措置の整備を図る。 

   ア 招集対象者の住所、居所及び連絡方法等の整備状況 

    イ 招集の区分の整備状況 

    ウ 招集命令伝達、示達要領の整備状況 

   エ 非常招集命令簿、非常招集記録簿の整備状況 

    オ 非常招集の業務分担、配置要領の整備状況 

     カ 待機命令の基準の整備状況 
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    キ その他非常招集のために要する事務処理状況について 

 （２）非常招集命令の伝達、示達 

    伝達、示達の方法は、災害の緊急性から最も早く到達する方途を講ずべきものであるが、

内容において特に、命令の発令者、集合日時、場所、服装携行品、招集の理由等を明示し

た非常招集命令票により正確なる伝達を原則とする。 

 （３）集合の方法 

    集合の方法は、第一義的には迅速に行うべきものであるが、訓練においては集合通路の

崩壊等の被害等を想定して実施する。 

 （４）点検 

   ア 伝達方法、内容の確認点検 

   イ 受令時間の確認 

   ウ 受令地から集合地までの距離、所要時間の確認点検 

   エ 装備、着装等の整備の点検 

   オ 集合人員の確認の点検 

   カ その他対策準備体制に関する点検 

 （５）訓練後の措置 

    訓練は実施効果の検討を行い、非常招集の適正実施に改善及び是正を行うよう努め、訓

練記録を記載しておくものとする。 

 ４ 災害対策本部運営訓練 

   町及び防災関係機関は、災害発生時の本部の設置、職員の動員配備、本部会議の招集、リ

エゾン協定による情報連絡員の派遣申請等、本部の運営を適切に行うため、災害対策本部運

営訓練を実施する。 

 ５ 避難所設置運用訓練 

   町は、避難所の開設、職員派遣、連絡や運営体制等を確保するため、避難所となる施設の

管理者及び区・自治会、自主防災組織等の協力を得て、避難所設置運営訓練を実施する。 

 ６ 水防訓練 

   別に定める会津坂下町水防計画による。 

 ７ その他の訓練 

   防災活動の円滑な遂行を図るため、必要に応じて消火訓練、給食給水訓練、図上演習等の

訓練を実施する。 

 ８ 訓練の評価と地域防災計画等への反映 

   訓練の実施後において地域防災計画、各種の行動マニュアル等が現実的に機能するかど

うか、その点検・評価を行い、問題点を明らかにするとともに、必要に応じ防災体制の改

善を図る。 

 

第２ 総合防災訓練 

 １ 方針 

   災害対策基本法第４８条の規定に基づき町の地域における災害対策関係機関、団体及び住
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民が一体となり、総合的共同訓練を実施して災害応急対策活動の習熟を図るとともに、災害

対策関係機関団体相互の協力体制及び住民の防災意識の高揚に資することを目的とする。 

 ２ 実施要領 

   大規模な地震、風水害等の発生を想定し、「総合防災訓練実施要領」を策定して実施する。 

 （１）参加機関 

   ア 会津坂下町役場  イ 町の防災関係機関 ウ 応急対策活動を要する公共機関 

   エ 防災上重要な施設 オ 公共的団体等   カ 町民 

 （２）実施場所及び時間 

    想定災害の種別、規模等によりその都度関係機関と協議のうえ定めるものとする。 

 （３）訓練種目 

    想定災害状況により訓練種目を決定するが、想定災害防御訓練、災害避難救助訓練、非

常招集訓練等の各項目についてできるだけ多くの項目を実施するよう努める。 

 （４）実施方法 

   ア 「総合防災訓練実施要領」に定め「被害規模状況」及び「訓練進行要領」に基づき参

加機関がそれぞれ「細部訓練実施要領」を策定して実施するものとする。 

   イ 訓練の指揮命令系統はそれぞれ各参加機関ごとの系統によるものとし、想定に基づく

訓練の進行の円滑化を図るため参加機関からの連絡員による訓練連絡本部を設けるもの

とする。 

 

第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

 １ 方針 

   災害時に自らの生命及び財産の安全を確保するためには、住民相互の協力の下、自衛的な

防災活動を実施していくことが重要であり、日頃から訓練を実施し、災害時の行動に習熟す

るとともに、関連する防災関係機関との連携を深めておく必要がある。 

 ２ 事業所（防火管理者）における訓練 

   学校、病院、工場、事業所、興行場及び他消防法で定められた防火管理者は、その定める

消防法に基づき、訓練を毎年実施するものとする。 

   また、地域一員として、事業所の特性に応じた防災対策行動により、町、消防署及び地域

の防災組織の行う防災訓練への積極的な参加に努めるものとする。 

 ３ 自主防災組織等における訓練 

   自主防災組織等は、地域住民の防災行動力の強化、防災意識の高揚、組織活動の習熟及び

関連防災機関との連携を図るため町及び消防署等の指導の下、地域の事業所とも協調して訓

練の参加実施に努めるものとする。 

   訓練項目は、情報収集伝達訓練、消火訓練、救出・応急手当訓練、給食給水訓練、避難

訓練及び要配慮者の安全確保訓練などを行う。 

   また、自主防災組織等からの指導協力の要請を受けた防災関係機関は、関連する諸機関

との連携をとり、積極的に自主防災組織等の活動を支援するものとする。  

 ４ 住民等における訓練 
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   町民一人ひとりの災害時の行動の重要性を鑑み、防災訓練に際して広く住民参加を求め、

住民の防災意識の普及啓発、防災意識の高揚及び防災行動力の向上に努めるものとする。 

 

 

第６節 火災予防対策 

（総務課、建設課、産業課、消防機関） 

 強風下等における火災の発生を未然に防止し、また、火災が発生した場合の被害の軽減を図る

ため、消防力の強化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化などに関する対策を実施するもの

とする。 

 なお、林野火災対策については、第４編 事故対策編 第７章 林野火災対策計画に定める。 

 

第１ 消防力の強化 

 １ 消防施設等 

   町は「消防力の整備指針」による目標を達成するため、消防機械等の整備に当たっては、

年次計画を立て、国庫補助制度、防災対策事業債等を活用して充実強化に努めるものとす

る。 （資料１４） 

 ２ 消防水利の整備 

   町は、消火栓、防火水槽、プール等の人工水利の整備及び河川、ため池等の自然水利の確

保により、火災鎮火のために消防機械とともに不可欠な消防水利の適正な配置を行い、「消防

水利の基準」を達成するよう努めるものとする。 

 ３ 救助体制の整備 

   自主防災組織等にコミュニティ防災資機材による救助用資機材を整備し、かつ訓練を行う

など初期救助の体制整備を図る。 

 ４ 消防団の育成強化 

   消防団は、常備消防とともに地域社会における消防防災の中核として、消火、救出救助等

をはじめとする防災活動において重要な役割を果たしている。しかし、近年の消防団は、団

員対象者の減少や生活圏域の広域化による活動の衰退、団員の高齢化等の問題を抱えており、

その育成強化を図ることが必要となっており、町は、消防団の育成・強化を図り、地域社会

の防災体制の強化を図るものとする。 

 （１）消防団員の技術向上 

    町は、消防団員の知識及び技術の向上を図るため、必要に応じ県消防学校に派遣する等

の研修を実施する。 

 （２）地域住民の理解・協力の確保 

    消防団員の知識・技能等は有用であり、これらを地域社会に広め、地域住民の消防団活

動に対する理解を促進し、消防団への参加、協力の環境づくりを進める。 

 

第２ 広域応援体制の整備 

  会津若松地方広域市町村圏整備組合構成市町村並びに隣接する町村と消防組織法第３９条に
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基づく消防相互応援協定の効率的な運用が図られるよう体制の整備を図る。 

 

第３ 予防消防の徹底 

 １ 火災予防思想の普及徹底 

   火災防止を図るために、防災行政無線、広報紙及び広報車等による広報をするとともに、

新聞、テレビ、ラジオ等の協力を得て火災予防思想の普及の徹底を期するものとする。 

   ライフラインの復旧時に出火する場合もあるので、電気のブレーカーの遮断及びガスの元

栓閉鎖など避難時における対応についての普及啓発を図る。 

 ２ 民間防火の徹底 

   少年（幼年）防火クラブ、婦人消防協力隊の協力団体等の民間消防協力組織及び自主防災

組織の育成強化を図るとともに、モデル団体の指定及び防火指導員を養成し、家庭防火等民

間防火の徹底を図る。 

 ３ 住宅防火対策の推進 

   火災発生を防止するため、住宅防火診断の実施や住宅防災機器の普及に努めるものとする。 

   また、公共建築物は原則として耐火構造とし、その他の建築物についても、広報により不

燃及び耐火建築を促進するとともに新築建造物及び防火対象物については、不燃化の指導を

行い、大火防止を推進するものとする。 

 ４ 危険物等特殊防火対象物の規制 

   危険物施設及び特殊防火対象物等について適正な規制を行い、施設の改善及び消防用設備

等の整備を促進し、危険物等特殊火災の防止を期するものとする。 

 

第４ 初期消火体制の整備 

 １ 消火器等の普及 

   災害発生時における初期消火の実行性を高めるため、各家庭における消火器、消火バケツ

の普及に努めるとともに、消火器の設置義務がない事業所等においても、消火器等の消火器

具の積極的な配置を行うよう指導する。 

 ２ 自主防災組織の初期消火 

   自主防災組織を中心とした防火訓練などを通じ、初期消火に関する知識、技術の普及を図

る。 

 ３ 要配慮者のための火災予防対策 

   一人暮らしの高齢者及び身体障がい者等要配慮者に対する住宅防火対策の推進について、

優先的に住宅防火診断を実施する。 

 ４ 家庭での初期消火 

   家庭における火災発生時の初期消火の重要性及びその方法の啓蒙指導をするため、一般家

庭を対象として消火器具の使用方法、初期消火の具体的方法等について広報及び講習会を実

施する。 
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第５ 火災拡大要因の除去計画 

 １ 道路等の整備 

   計画的に道路網、緑地帯及び公園施設の整備を推進し、延焼の効果的な抑止を図るととも

に、緊急輸送路・避難路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

 ２ 建築物の防火対策 

   公共建築物は原則として耐火構造とし、その他の建築物についても、広報により不燃及び

耐火建築物の建築の促進を啓蒙指導する。 

 ３ 薬品類取扱施設対策 

   教育施設、薬局等における薬品類は、延焼又は落下による発火、爆発する危険性を有して

いるため、薬品等の管理及び落下防止の徹底を図る。 

 

第６ 消防教養訓練の充実 

  消防教養訓練については、消防団の入校を促進し初任教養、普通教養、幹部教養、専科教養

を実施するほか移動消防学校を開催して入校できない新入消防団員の訓練を実施するものとす

る。 

 １ 消防訓練指導員の配置及び運用 

   消防訓練指導員の養成及び消防訓練指導員による消防教養訓練の実施要綱に基づき、福島

県消防協会に委託して実施するものとする。 

 

 

第７節 建造物及び文化財災害予防対策 

（総務課・建設課・教育課） 

 災害による建築物の被害の未然防止とその軽減を図るため所要の対策を講じるとともに、災害

発生後の火災から貴重な国民的財産である文化財を保護するための対策に関する計画とする。 

 

第１ 建築物の現況 

  本町の市街地形成の推移をみると、鉄筋コンクリート造りその他の耐火・耐震性建築物は年々

増加しているが、木造建築物の方が圧倒的に多く、建築物の不燃化のためその利点と効果を一

般に啓蒙し、かつ、行政的施策の推進に努める必要がある。 

 

第２ 建築物災害予防対策の内容 

 １ 建築物の不燃化 

 （１）公営住宅の不燃化促進 

    公営住宅、改良住宅等の公的住宅は、積極的にその不燃化を促進し、住宅団地の防災強

化を図るとともに、周辺地域の防災拠点としても利用できるよう、オープンスペース等の

適切な配慮を考慮した団地造りを推進するものとする。 

 （２）民間住宅の不燃化促進 

    特に市街地においては、住宅の不燃化を促進するよう、指導するほか、防災面での行政
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指導等により、民間住宅の不燃化を積極的に図るものとする。 

 ２ 建築物の耐震性促進 

   町は、既存建築物の耐震診断・耐震補強等の施策を積極的に推進し、耐震性の確保に努め

るものとする。 

 （１）防災上重要な建造（築）物の耐震性確保 

    災害応急対策は、迅速かつ的確な情報伝達とともに、避難、救助活動の本拠となる建築

物が基本（必要）となるので、本町は、次の町有施設を「防災上重要な建築物」として各

施設の耐震性の確保に努めるものとする。 

   ア 震災時の避難誘導及び情報伝達、救助等の防災業務の中心となる役場庁舎、町民体育

館、健康管理センター、農村環境改善センター及び中央公民館・各地区コミュニティセ

ンター等の町有施設 

   イ 震災時の緊急救護所、被災者一時収容施設となる学校、病院等 

 （２）一般建築物の耐震性促進 

    一般建築物の耐震性について、広く町民の認識を深めるとともに、耐震化の指導に努め

る。 

 （３）既存コンクリートブロック塀の耐震性確保 

    道路沿いのコンクリートブロック塀の所有者に対し、建築基準法に適合したものとする

ことを指導する。 

 

第３ 文化財災害予防対策 

 １ 文化財保護の普及啓蒙 

   文化財に対する防火思想の普及及び火災予防の徹底を図るため、文化財保護強化週間（11

月 1日～7日）及び文化財防火デー（1月 26日）等の行事を通じ、町民の防火・防災意識の

高揚を図る。 

 ２ 防災設備等の整備強化 

   文化財所有者・管理者は、消火用水、避雷設備等の防火設備の整備に努めるとともに、定

期的な保守点検を実施するものとする。 

 ３ 訓練の実施 

   町・町教育委員会、消防機関及び文化財所有者・管理者は、相互に協力し、火災発生時等

における消火活動の円滑な対応を図るため、防火訓練あるいは図上訓練を随時行うものとす

る。 

 

 

第８節 電力、ガス施設災害予防計画 

（総務課、東北電力㈱、ＬＰガス事業者） 

 台風、洪水、雷、風雪害等に対する災害予防の対策を講じ、電気設備及びガス設備の被害を軽

減し、安定した電力及びガス供給の確保を図るとともに、施設の破損等による二次災害を防止す

ることを目的とする。 
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第１ 電力施設災害予防対策 

 １ 防災体制の確立 

   災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、本店、支店及び営業

所（以下、この節において「店所」という。）に災害対策組織を整備しておくとともに、その

組織の運営方法及び関係機関との連携・協調の体制についても定めておくものとする。 

 ２ 事業計画 

 （１）災害予防のための施設整備 

   ア 風害対策 

     風害については、各設備とも設計計画時に建築基準法及び電気設備に関する技術基準

等による風害対策を十分に考慮するとともに、既設設備の弱体箇所は補強等により対処

するものとする。 

   イ 水害対策 

   （ア）水力発電設備 

      過去に発生した水害による被害の状況、河床上昇等を加味した水位予想に事業所の

特異性を考慮し、防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器の嵩上げ、ダム通信確保の

ための設備の設置及び建物の密閉化（窓の密閉化とケーブルダクトの閉鎖等）等を実

施するものとする。 

      特に、洪水に対する被害防止に重点を置き、次の箇所について点検、整備を実施す

るものとする。 

     ａ 取水口の諸設備及び調整池、貯水池の上・下流護岸 

     ｂ 導水路と渓流との交叉地点及びその周辺地形との関係 

     ｃ 護岸、水制工、山留壁、橋梁 

     ｄ 土捨場、巡視路 

     ｅ 水位計 

   （イ）送電設備 

     ａ 架空電線路 

       土砂崩れ、洗掘などが起こるおそれのある箇所のルート変更又は擁壁や石積みに

よる補強等を実施するものとする。 

   （ウ）変電設備 

      浸冠水のおそれのある場合は、床面の嵩上げ、窓の改造、出入口の角落とし、防火

扉の取付け、ケーブルダクトの密閉化等を行うが、建物の構造上、これらの防水対策

の不可能な箇所では屋内機器の嵩上げを実施するものとする。 

      また、屋外機器は基本的に嵩上げを行うものとするが、嵩上げ困難なものは、防水

耐水構造化、又は防水壁等を組合わせて対処するものとする。 

   エ 雷害対策 

   （ア）送電設備 

      架空地線の設置、防絡装置の取付け、設置抵抗の低減を行うとともに、電力線の溶

断防止のため、クランプの圧縮化、アーマロッドの取付け等を行うものとする。 



第２編 一般災害対策編 第１章 災害予防計画 

― 39 ― 

      また、気象通報等により雷害が予想される場合は、系統切替により災害の防止又は

拡大防止に努めるものとする。 

   （イ）変電設備 

      避雷器を設置するとともに、必要に応じ耐雷遮へいを行うものとする。また、重要

系統の保護継電装置を強化するものとする。 

   （エ）配電設備 

      襲雷頻度の高い地域においては、避雷器、架空地線等の取付けにより対処するもの

とする。 

 （２）電気工作物の点検・調査等 

    電気工作物は、常に法令に定める電気設備技術基準に適合するよう確保し、さらに事故

の未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合に

は特別の巡視）並びに自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査を行うものとす

る。 

 （３）災害対策用資機材の確保 

   ア 本店及び店所は、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

るものとする。 

   イ 本店は、災害対策用資機材の保有を有効的に行うとともに、災害時の不足資機材の調

達を迅速かつ容易にするため、復旧用資機材の規格の統一を各電力会社間で進めるほか、

「非常災害時における復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）に基づき、他電力会社及び

電源開発株式会社と災害対策用資機材等の相互融通体制を整えておくものとする。 

 （４）災害用資機材の輸送体制の確立 

    本店及び店所は、災害対策用資機材等の輸送計画を策定しておくとともに、車両、ヘリ

コプター等の輸送力の確保に努めるものとする。 

 （５）防災訓練等の実施 

   ア 本店及び店所は、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により防災意識の高揚

に努めるものとする。 

   イ 本店及び店所は、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、災

害時における復旧対策が有効に機能することを確認しておくものとする。 

     また、町が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 

第２ ガス施設（ＬＰガス）災害予防対策 

 １ 防災体制の確立 

   災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、保安規定及び災害対

策に関する規定に基づく体制を整備し、実施すべき事項を明確にしておくものとする。 

 ２ 事業計画 

   台風等風水害の応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供

給停止の早期復旧を図るための防災計画を策定し、これを段階的に推進していくものとする。 
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 （１）ＬＰガス設備の強化計画 

   ア 容器の転落・転倒防止措置 

     容器の転落・転倒防止については、省令に基づく措置を講ずることはもちろんのこと、

適正な鎖掛け等を実施し、定期点検を実施するものとする。 

   イ 安全器具の設置 

     マイコンメーターは、災害防止に効果があることから、未設置箇所に早急に設置する

ことはもちろんのこと、対震自動ガス遮断機能搭載のＳ型マイコンメーターの設置や集

中監視システム等の導入を図り、より高度な保安を実現するものとする。 

   ウ ガス放出防止器等の設置 

     容器等からガス漏れを防止するため、ガス放出防止器等の設置を図るものとする。 

     なお、設置に当たっては、災害発生時において、容器のバルブの閉止が困難な高齢者

世帯等を優先的に行う等配慮するものとする。 

 （２）情報収集のための無線等通信設備の整備 

    災害発生直後の供給区域内の被災情報の収集や緊急措置の実施のための連絡を迅速かつ

的確に行うための情報通信設備を整備しておくものとする。 

 （３）防災資機材の管理等 

    次の防災資機材及び常備品を備え、定期的に数量を確認するとともに、使用可能な状態

に管理しておくものとする。ただし、自社において確保が困難な場合は、関係団体等から

調達ルートを確保しておくものとする。 

   ア 修理用工具類 

   イ 車両、機械 

   ウ 点検用工具類 

   エ 非常食、飲料水 

   オ 救急医薬品 

   カ 緊急支援用物資（カセットコンロ、カセットボンベ等） 

   キ 補修用・仮設住宅用（充填用容器、ガスメーター、調整器等） 

 （４）復旧計画の策定 

    円滑かつ効率的な復旧作業をおこなうため、あらかじめ次の事項を考慮し、一般社団法

人福島県エルピーガス協会が設置する現地対策本部と事前に協議し、復旧計画を定めてお

くものとする。 

    なお、計画策定（復旧作業の優先順位）にあたっては、原則として人命にかかわる箇所、

官公署、報道機関、避難場所等の優先を考慮して策定するものとする。 

 （５）防災訓練の実施 

    災害対策時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、行政機関の防災計画との関連も

考慮して、災害対策本部の活動、現地対応等について、できる限り実践に即した訓練を実

施するものとする。 

 （６）防災機関との相互協力 

    市街地おいて、ガス漏れ等による爆発事故等が発生した場合、適切に対応できるよう、
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防災関係機関と日頃から責任分担を明確にしておくとともに、必要な相互協力ができるよ

う協議しておくものとする。 

 

 

第９節 緊急輸送路等の指定 

（総務課、政策財務課、建設課、教育課） 

 町は、災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の広域的な輸送を行うため、各

拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに指定された緊急輸送路等

の管理者は、それぞれの計画に基づき、その整備を実施する。 

 

第１ 緊急輸送路等の指定 

  町は、陸、空のあらゆる交通手段を活用した緊急輸送のネットワーク化を図るため緊急輸送

路等を指定する。 

  また、町は、隣接する地方公共団体が指定している輸送路とも整合性を図り、広域的な輸送

当の確保を図るものとする。 

 １ 緊急輸送路 

 （１）町は、役場（災害対策本部）等及び近隣市町村の主要路線と接続する路線等（別表１）

を緊急輸送路として指定する。 

 （２）確保すべき路線の順位は次のとおりとする。 

   ア 第１次確保路線 

     町内への輸送に不可欠な、高速自動車道、国道等の主要幹線道路で、最優先に確保す

べき路線 

   イ 第２次確保路線 

     避難場所等の主要拠点と接続する幹線道路で、優先的に確保すべき道路 

   ウ 第３次確保路線 

     第１次、第２次確保路線以外の緊急輸送路 

 ２ ヘリコプター臨時離着陸場 

   町は、空路からの物資等の受け入れ並びに傷病者等の緊急搬送拠点としてヘリコプター臨

時離着陸場（別表２）を指定する。 

 ３ 陸上輸送拠点 

   県は、「会津総合運動公園」を会津地方の広域陸上輸送拠点として指定している。町は、そ

れらの緊急物資等の受入れの拠点・避難所への配送を行うための陸上輸送の拠点を指定する。 

   陸上輸送拠点 

名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

ばんげひがし公園 大字福原字殿田９８ 町 長 建設課 83-3755 

 

第２ 緊急輸送路等の整備 

  緊急輸送路等に指定された施設の管理者（ヘリコプター臨時離着陸場を除く。）は、それぞれ



第２編 一般災害対策編 第１章 災害予防計画 

― 42 ― 

の計画に基づき、その施設の整備を図る。 

 

別表１ 

緊 急 輸 送 路 

（１）第 1次確保路線 

種  別 路 線 名 区  間 

一般国道 ４９号（県指定１次路線） 

２５２号 

湯川村境～柳津町境 

国道４９号～柳津町境 

高速自動車道 磐越自動車道（県指定１次路線） 会津若松市（旧北会津村）境～西会津町境 

主要地方道 会津坂下会津高田線 

会津坂下会津本郷線 

喜多方会津坂下線 

国道４９号～会津美里町（旧新鶴村）境 

国道４９号～会津若松市（旧北会津村）境 

県道会津坂下会津高田線～喜多方市（旧塩川

町）境 

塩川山都線 

 

県道慶徳会津坂下線～喜多方市（旧山都町）

境 

 会津坂下山都線 国道４９号～県道上郷舟渡線 

一般県道 熱塩加納会津坂下線 

会津坂下山都線 

上郷舟渡線 

 

別舟渡線 

山都柳津線 

赤留塔寺線 

国道４９号～喜多方市境 

国道４９号～喜多方市（旧高郷村）境 

県道会津坂下山都線～喜多方市（旧高郷村）

境 

県道上郷舟渡線～天屋・本名境 

県道別舟渡線～柳津町境 

県道会津坂下山都線～会津美里町（旧新鶴村）

境 

１級町道 坂下束原線 

 

寿の宮線 

水原線 

塔寺宇内線 

 

勝大線 

県道会津坂下会津高田線～会津若松市（旧北

会津村）境 

中村線～若宮コミセン～水原線 

寿の宮線～坂下南幹線 

県道会津坂下山都線～八幡コミセン～県道熱

塩加納会津坂下線 

県道会津坂下会津高田線～坂下南幹線 

２級町道 中村線 寿の宮線～坂下南幹線 

その他町道 坂下南幹線 

 

公園通り線 

県道会津坂下会津高田線～国道４９号 

国道４９号～坂下束原線 

（２）第２次確保路線 

   今後、逐次指定をおこなっていくものとする。 
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（３）第３次確保路線 

   今後、逐次指定をおこなっていくものとする。 

 

別表２ 

ヘリコプター臨時離着陸場 

○福島県が指定しているヘリポート（県消防防災ヘリコプター・県ドクターヘリ他） 

番号 名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

１ 
ばんげひがし公園 

（野球場・多目的広場） 
大字福原字殿田９８ 町 長 建設課 83-3755 

２ 会津農林高等学校 字曲田 1391 学校長 学 校 83-4115 

３ 坂下高等学校 大字白狐字古川甲 1090 学校長 学 校 83-2911 

※ 上記№２並びに№３の離着陸場は、「県ドクターヘリ｣だけの離着陸場として指定している。 
 

○町が指定するヘリポート 

番号 名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

１ 
阿賀川防災ステーシ

ョンヘリポート 
大字宮古字下川原 118 

阿賀川河川

事務所長１ 
管理課 26-6441 

２ 坂下南小学校 字石田甲６５０ 学校長 学 校 83-2046 

３ 
若宮コミュニティセン

ター附属グラウンド 
大字牛川字寿ノ宮 1715 町 長 政策財務課 83-2209 

 

 

第１０節 避難対策 

（総務課、政策財務課、生活課、教育課） 

 風水害等やそれに伴う土砂災害では、迅速に安全な場所へ避難誘導することが人命を守る上で

重要となるため、町及び防災関係機関等において、適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図

るとともに、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等いわゆる「要配慮者」にも

配慮した避難体制の確立を図るものとする。 

 

第１ 避難計画の策定 

  町は、風水害による浸水、家屋の倒壊、山崩れ、地すべり等の災害発生時に、安全かつ迅速

な避難誘導が行えるよう、次の事項を内容とした避難計画を策定する。 

  なお、避難計画の策定にあたっては、避難先の伝達方法、避難の長期化や県外も含めた町外

避難など広域避難の際のコミュニティを維持しながらの避難先の指定についても考慮する。 

  また、町は、避難指示、避難勧告、避難準備情報等について関係機関の協力を得ながら、洪

水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝

達方法を明確にしたマニュアル（会津坂下町避難行動計画）を作成し、必要に応じた見直しを

実施する。 

 １ 避難の準備情報提供、勧告又は指示を発令する基準  

 （１）避難勧告等の判断基準の策定について 
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    平成 17年に策定された「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」が、平

成 26年４月に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）」として改定

され、避難勧告等の判断基準が定量的かつわかりやすい指標で示された。 

    このことを受け、町は、ガイドライン（案）の設定例等を踏まえ、定量的かつわかりや

すい指標を用いた避難勧告等の判断基準を策定するものとする。 

 （２）指定行政機関等による助言 

    町は、上記の判断基準を策定する場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県（河川

港湾班）に対し助言を求めることができる。この場合、助言を求められた指定行政機関、

指定地方公共機関又は県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。 

    町が、各災害に関する避難勧告等の判断基準を策定する場合に、主に助言を求める機関

は以下のとおり。 

    ・水 害：福島地方気象台、河川管理者（県河川港湾総室、会津若松建設事務所、阿賀川

河川事務所等） 

    ・土砂災害：福島地方気象台、砂防施設等の管理者（県河川港湾総室、会津若松建設事

務所等） 

 ２ 避難の準備情報提供、勧告又は指示の伝達方法 

 ３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区、対象人口及び責任者 

 ４ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

 ５ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

 （１）給水措置 

 （２）給食措置 

 （３）毛布、寝具等の支給 

 （４）衣料、日用必需品の支給 

 （５）負傷者に対する応急救護 

 （６）ペットとの同行避難のためのゲージ等の支援 

 ６ 指定避難所の管理に関する事項 

   避難所は、次の事項に関し管理を徹底するものとするが、施設・設備や周辺地域の状況の

変化を調査し、避難所としての適正について当該施設の管理責任者等と平常時から検討を行

い、避難機能の充実に努める。 

 （１）避難所の管理責任者（原則として町職員を指定）及び運営方法（運営に必要な事項につ

いてあらかじめマニュアル等を作成する） 

 （２）避難収容中の秩序保持 

 （３）避難者に対する災害情報の伝達 

 （４）避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

 （５）避難者に対する各種相談業務（健康管理業務も含む） 

 ７ 指定避難所の整備に関する事項 

   避難所には、次の設備及び資機材をあらかじめ配備し、または必要な時は直ちに配備でき

るよう準備しておくものとする。 
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 （１）収容施設（毛布、寝具等も含む） 

 （２）給食施設（炊き出し用関係資機材等） 

 （３）給水施設（給水用資機材等） 

 （４）情報伝達施設等（通信機材、情報伝達媒体等） 

 （５）衛生施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材等） 

 （６）照明設備（非常用発電機を含む） 

 （６）ペット等の保管施設 

 ８ 要配慮者に対する救援措置に関する事項 

   町は、防災に関する一般的広報に加え、防災指導等の機会を捉え、地域の防災（福祉）関

係者と協働して在宅要配慮者やその家族に対し、家庭内での在宅要配慮者の安全対策につい

て指導する。 

   また、地域住民に対して、地域の助け合いを基本として地域ぐるみで「災害から要配慮者

を守る」という自主防災意識の普及啓蒙を図る。 

 （１）情報伝達方法 

    町は、要配慮者各自の情報伝達方法について把握し、行政区長、福祉関係者、消防団並

びに自主防災組織等と連携し、情報伝達体制を整備する。避難支援のための通信確保にあ

っては、適切な通信手段を選択し、平常時から確認し合うとともに、要配慮者を支援する

ための専用の通信手段の構築を図るものとする。 

 （２）避難及び避難誘導 

    要配慮者の避難誘導については、地域の助け合いを基本として、町の防災組織等の自主

防災組織が民生（児童）委員、保健協力員等と連携し、高齢者、障がい者等要配慮者の避

難所への避難誘導を行う。 

    また、町は総務課と生活課が連携し、要配慮者や避難支援者への避難勧告等の情報伝達

を円滑に行うため、災害発生後速やかに生活課（仮称：要配慮者支援チーム）を中心に情

報を共有し、要配慮者の支援業務を的確に行う。 

 （３）避難所における配慮等 

    生活課（仮称：要配慮者支援チーム）が中心となり、自主防災組織や福祉関係者、避難

支援者の協力を得ながら、各避難所内に要配慮者専用の窓口を設置し、要配慮者からの相

談対応や的確な情報伝達と支援物資の提供を行う。 

 （４）福祉避難所への移送 

    避難所に避難した要配慮者のうち避難所の生活に対応できないと判断された場合には、

「搬送協力に関する協定」事業者の協力を得ながら、福祉避難所に移送する。 

 ９ 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 

 （１）広報誌、掲示板、パンフレット等の発行及び町ホームページへの掲載 

 （２）標識、誘導標識等の設置 

 （３）住民に対する巡回指導 

 （４）防災訓練の実施等 
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第２ 指定緊急避難場所の指定等 

  町が策定する避難計画において定める指定緊急避難場所は、災害対策基本法第 49条の４の規

定に基づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

 １ 指定緊急避難場所の指定 

   町は、防災施設の整備状況、地形、資質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認

める時は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難の

ための立ち退きの確保を図るため、下記に定める基準に適合する施設または場所を、洪水そ

の他の異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定する。 

 （１）災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、居住者等に開放され、救助

者等の受入れに供するべき屋上その他の部分について、物品の設置または地震による落下、

転倒若しくは移動その他の事由により避難上の支障を生じさせないものであること。 

 （２）洪水、崖崩れ、土石流及び地すべり、大規模な火事、大量の降雨により雨水を排水でき

ないことによる浸水、噴火に伴い発生する火山現象が発生した場合において人の生命また

は身体に危険がおよぶおそれがないと認められる土地の区域内にあるものであること。た

だし次に掲げる基準に適合する施設についてはこの限りでない。 

   ア 当該異常な現象により生ずる水圧、震動、衝撃その他の予想される事由により当該施

設に作用する力によって損壊、転倒、滑動または沈下その他構造耐力上支障のある事態

を生じない構造のものであること。 

   イ 洪水、浸水等が発生し、または発生するおそれがある場合に使用する施設にあっては、

想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部

分が配慮され、かつ避難上有効な階段その他の経路があること。 

 （３）上記以外においても、下記条件を満たすように努める。 

   ア 延焼火災の発生するおそれが大きい地域にあっては、避難場所と避難路の選定を合わ

せて確実に避難が可能となるに体系だった選定を行う。 

   イ 学校のグラウンド等を選定する場合、臨時ヘリポート、応急仮設住宅建設予定箇所等

と重複しないように調整する。 

 ２ 管理者の同意 

   町は、指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者の同

意を得るものとする。 

 ３ 知事への通知等 

   町は、指定緊急避難場所の指定をしたときは、その旨を知事（県民安全総室）に通知する

とともに、公示する。 

 ４ 管理者の届け出義務 

   指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、または改築その他の事由

による現状に重要な変更を加えようとするときは、町長に届けるものとする。 

 ５ 指定の取消 

   町長は、指定緊急避難場所が廃止され、または基準に適合しなくなったと認めるときは、

指定を取り消し、その旨を知事（県民安全総室）に通知するとともに、公示する。 
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第３ 指定避難所の指定等 

  町が策定する避難計画において定める指定避難所は、災害対策基本法第 49条の７の規定に基

づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

 １ 指定避難所の指定 

   町長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合

において、適切な避難所（避難のための立ち退きを行った居住者、滞在者その他の者を避難

のために必要な間滞在させ、または自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民そ

の他被災者を一時的に滞在させるための施設）の確保を図るため、下記に定める基準に適合

する公共施設その他施設を指定避難所として指定する。 

 （１）被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模であること。 

 （２）速やかに被災者等を受入れ、または生活関連物質を被災者等に配布することが可能な構

造または設備を有するものであること。 

 （３）想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 

 （４）車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

 （５）主として高齢者、障がい者、乳幼児その他特に配慮を要する者を滞在させることが想定

されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられているこ

と。要配慮者が相談し、または助言その他の支援を受けることができる体制が整備されて

いること。災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保させること。 

 （６）上記以外においても、下記条件を満たすよう努める。 

   ア 指定避難所における避難所一人当たりの必要面積は、おおむね２㎡以上とする。 

イ 指定避難所は、要避難地区のすべての住民を収容できるよう配慮する。 

ウ 指定避難所は、崖くずれや浸水などの危険がないところとする。 

エ 原則として耐震構造（昭和５６年以前に建築されたものは耐震診断を行い、安全が確

認されたもの）の耐火・準耐火建築物とし、障がい者や高齢者、女性等の生活面での障

害が除去され、ユニバーサルデザインへの配慮がされている施設とする。 

   オ 指定避難場所は、安全が確保され、必要な規模を備えているか、地域の実情に応じて

選定する。 

   カ 延焼火災の発生するおそれが大きい地域にあっては、一次避難場所、広域避難場所を

避難路の選定と併せて確実に避難が可能となるように体系だった選定を行う。 

   キ 学校のグラウンド等を選定する場合、臨時ヘリポート、応急仮設住宅建設予定箇所等

と重複しないように調整する。 

 ２ 管理者の同意 

   町長は、指定避難所を指定しようとするときは、当該指定避難所の管理者の同意を得るも

のとする。 

 ３ 知事への通知等 

   町長は、指定避難所を指定したときは、その旨を知事（県民安全総室）に通知するととも

に、公示する。 
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 ４ 管理者の届出義務 

   指定避難所の管理者は、当該指定場所を廃止し、または改築その他の事由により現状に重

要な変更を加えようとするときは、町長に届けるものとする。 

 ５ 指定の取消 

   町長は、指定避難場所が廃止され、または基準に適合しなくなったと認めるときは、指定

を取消し、その旨を知事（県民安全総室）に通知するとともに、公示する。 

 ６ 避難地区分けの実施 

 （１）避難地区分けの境界線は、できるだけ主要道路、鉄道、河川などを横断して避難するこ

とを避けるものとする。 

 （２）避難地区分けに当たっては、各地区の歩行負担、危険負担がなるべく均等になるように

する。 

 

第４ 指定緊急避難場所等を指定する場合の留意点 

 １ 指定緊急避難場所と指定避難所 

   指定緊急避難場所と指定避難場所とは、相互に兼ねることができる。 

 ２ 地域との事前協議 

   災害発生時に指定緊急避難場所等の施設解放を地域や自主防災組織で実施できるようにす

るなど、被災者を速やかに収容するために体制の整備を地域と協議のうえ進める。 

 ３ 学校を指定緊急避難場所及び指定避難所として指定する場合は、基本的に教育施設である

ことに留意し、指定緊急避難場所や指定避難所として機能させるため、教育委員会及び学校

と施設使用の優先順位、避難所運営方法（教職員の役割を含む。）等について事前の協議を行

っておくものとする。 

 ４ 県有施設の利用 

   町は、地域の実情等を考慮し、県有施設を指定緊急避難場所または指定避難所として指定

するときは、運営方法について運営管理者及び財産管理者とあらかじめ協議する。 

   なお、町から指定避難所等として指定された施設の運営管理者は、財産管理者と協力し、

指定避難所としての施設等の整備に努めるものとする。 

 ５ 「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」の利用 

   町は、地域の実情等を考慮し、「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」を指定緊急避難場所また

は指定避難所として指定するときは、運営方法について湯川村及び指定管理者とあらかじめ

協議する。 

 ６ その他の施設利用 

   町は、指定した避難所で不足が生じた場合、または避難が長期化する場合には、県と協議

の上、旅館等の借上げ等により避難所を開設するなどの対策を講じる。 

 

第５ 避難路の選定 

  町が策定する避難計画の避難路の選定基準は概ね次のとおりとする。 

  避難路の選定基準 

 （１）避難路は、おおむね８ｍ以上の幅員とするが、この基準により難しいときは地域の実情
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に応じて選定する。 

 （２）避難路は相互に交差しないものとする。 

 （３）避難路沿いには、火災、爆発等の危険性の高い工場等がないなど安全性に配慮する。 

 （４）周辺地域の状況及び災害の状況により使用不可能となった場合を考慮し、複数の道路を

選定する。 

 

第６ 避難場所、避難所、避難路及び避難指示方法等の周知 

  災害時おける避難の万全を期すため、広報誌、掲示板、パンフレット等により、住民に地域

内の避難場所、避難所、避難路及び避難指示方法について、防災の日等に年 1 回以上は、広報

を行うなど周知徹底を図る。 

 

第７ 学校、病院等施設における避難計画 

  学校、病院、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する消防計画の中

に以下の事項に留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図る。 

 １ 学校等の避難計画 

   学校等においては、多数の園児、児童及び生徒を混乱なく、安全に避難させ、身体及び生

命の安全を確保するため、それぞれの地域の特性を考慮した上で、次の事項に留意して学校

等の実態に即した適切な避難対策をたてる。 

 （１）避難実施責任者 

 （２）避難の順位 

 （３）避難誘導責任者及び補助者 

 （４）避難誘導の要領及び措置 

 （５）避難場所、経路、時期及びその指示伝達方法 

 （６）避難場所の選定、収容施設の確保並びに教育、保健、衛生及び給食の実施方法等 

 （７）避難者の確認方法 

 （８）児童、生徒等の父母又は保護者等への引渡方法 

 （９）通学時に災害が発生した場合の避難方法 

 ２ 社会福祉施設等における避難計画 

   社会福祉施設等においては、それぞれの地域の特性等を考慮するとともに、対象者の活動

能力等についても十分配慮して定めておくものとする。 

 （１）避難実施責任者 

 （２）避難の順位 

 （３）避難誘導責任者及び補助者 

 （４）避難誘導の要領及び措置（自動車の活用による搬出等） 

 （５）避難の時期（事前避難の実施等）及びその指示伝達方法 

 （６）避難所及び避難経路の設定並びに収容方法 

 （７）避難先は、他の施設等への措置替えについても検討すること。 

 （８）避難者の確認方法 
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 （９）家族等への連絡方法 

 ３ 病院における避難計画 

   病院においては、患者を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を想定し、

被災時における病院施設内の保健、衛生の確保、入院患者の移送先施設の確保、転送を要す

る患者の臨時収容場所、搬送のための連絡方法と手段、病状の程度に応じた移送方法、搬送

用車両の確保及び病院周辺の安全な避難場所及び避難所についての通院患者に対する周知方

法等についてあらかじめ定めておくものとする。 

 ４ その他の防災上重要な施設の避難計画 

   駅等の不特定多数の人間が出入りする都市施設においては、それぞれの地域の特性や人間

の行動、心理の特性を考慮した上で、避難場所、経路、時期並びに誘導及び指示伝達の方法

等について定めておくものとする。 

 ５ 広域避難計画 

   病院や社会福祉施設等の管理者は、県外を含めた市町村間を越えた広域避難を想定し、搬

送方法も含め、避難計画の策定に努めるものとする。 

 

 

第１１節 医療（助産）救護・防疫・衛生体制の整備 

（総務課、生活課、消防機関） 

 災害時には、広域的あるいは局地的、救助や医療（助産）救護を必要とする多数の傷病者が発

生することも予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機能が停止するこ

とも十分予想されるところである。 

 町は、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を

図るために必要な医療（助産）救護・防疫体制の整備充実を図る。 

 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

  町は、災害時における医療（助産）救護活動体制について、関係機関と調整をし、その確立

を図る。 

 １ 医療（助産）救護活動体制の確立 

   災害時における迅速な医療（助産）救護を実施するため、自主防災組織の活用をはじめ次

の事項を含めた医療（助産）救護体制の確立を図る。 

 （１）救護所の指定及び整備と住民への周知 

 （２）救護班の編成体制の整備 

 ２ 災害時医療品等備蓄供給体制の確立 

   災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について「福島県災害時医薬品等備蓄実施

要綱」・「福島県災害時衛生材料等備蓄実施要綱」・「福島県災害時医薬品等供給マニュアル」

に基づき県に調達要請を行う。 

 ３ 血液確保体制の確立 

   災害時における血液の不足に備え、災害時の献血促進について町民へ普及啓発を図る。 
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 ４ 自主救護能力の向上等の推進 

   町民の自主救護能力の向上及び災害時救急医療活動の的確な実施のため事前準備として、

応急救護知識、技術の普及活動、災害時救急医療活動方針に関する広報活動を推進する。 

   また、医療機関外において重篤患者等が発生した場合、早急な手当てを行うことが重要で

あることから、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置を推進し、多くの町民の方々が操作方

法等を習熟できるよう指導する。 

 ５ 傷病者等の搬送体制の整備 

 （１）搬送手段の確保   

    町並びに消防機関等は、現場及び救護所から後方医療機関までの重症患者の搬送や医療

救護班等の輸送について、自動車、ヘリコプター等複数の手段を確保しておく。 

 （２）搬送経路、搬送拠点の確保 

    災害により搬送経路となるべき道路が被害を受けた場合や重症患者の広域輸送を考慮し、

後方医療機関への複数の輸送経路や広域搬送拠点を確保しておく。 

 （３）ヘリコプター搬送 

    ヘリコプター離着陸箇所の指定と後方医療機関までの搬送体制を確立させておく。 

 

第２ 防疫対策 

  町及び県は、被災地における防疫体制の整備を図る。 

 １ 防疫用薬剤等の備蓄 

   防疫用薬剤及び資機材の備蓄を行うとともに、調達計画の確立を図る。 

 

第３ し尿処理体制の整備 

  大規模な災害発生後に処理すべきし尿の量は、全壊、全焼、床上・床下浸水等の汲み取り式

便槽及び浄化槽のし尿分と機能が停止した下水道処理区域内の世帯から排出されるし尿の量は、

一人一日当たりの処理量は１㍑と推定され、これに対応して処理の方法を考える方法がある。 

 １ 災害用簡易トイレの備蓄 

   発災時に避難場所及び下水道施設が使用できなくなった住宅地域等に配備、共同仮設便所

として使用できるよう、災害用簡易トイレについて災害時支援協定に基づき、レンタル事業

者と災害時の際の事前協議を進めるとともに、年次計画により災害対策現地本部等に簡易ト

イレの備蓄に努めるものとする。 

 ２ 搬送・管理体制の整備 

   避難所等のし尿は、優先的かつ早急に収集処理されるよう、必要な計画を検討する。 

 

 

第１２節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

（総務課、建設課、産業課） 

 町及び防災関係機関は、住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、

災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備を図る。 
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 また、町民は、３日分の食料、飲料水等の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等）を日ごろから備えておくものとする。 

 

第１ 食料、生活物資の調達及び確保 

 １ 食料     

 （１）町は、あらかじめ食料関係機関、生産者、農業協同組合、販売業者等と食料の調達に関

する協定を締結するなどして食料の調達体制の整備に努める。 

 （２）食料の調達及び供給 

   ア 町は、調達計画に基づき地元小売業者等保有の米穀等を調達し、備蓄食料も被災者等

に供給する。町内で調達が難しい場合は、県に対して供給の要請を行う。 

   イ 町は、災害に備え、独自で食料品の備蓄に努めるほか、地域住民の非常用食料の備蓄

整備の推進を図るとともに、食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協定を締結

する。 

 （３）町が備蓄を行うに当たっては、物資の性格に応じ、集中備蓄または避難所の位置を考慮

した分散備蓄とするとともに、備蓄拠点を設けたり、指定避難所等に最低限の備蓄を行う

など、体制の整備に努める。 

 （４）非常用食品として備蓄品は、保存期間が長く、かつ調理不要のものとする。 

    また、高齢者、障がい者、乳幼児、病弱者等の利用にも配慮して創意工夫を講じること

も必要である。 

 （５）備蓄数量の設定 

    町は、大規模な災害が発生した場合の被害を想定し、倒壊家屋からの非常持ち出しがで

きない避難者や旅行者等の１日分程度を目安に行うこととし、近隣市町村間の連携などに

よる多様な方法によって確保を図る。 

    また、防災週間や防災関連行事等を通じ自主防災組織や住民に対し、３日分の食料の備

蓄に努めるよう啓発する。 

 ２ 生活物資 

 （１）町は、住民に最も身近な行政主体として、必要に応じ、生活物資の備蓄を行うとともに、

卸売業者と物資調達に関する協定を締結するなどして生活物資の調達体制の整備に努める。 

 （２） 生活物資の調達及び供給 

   ア 町は、調達計画に基づき地元小売業者等保有の物資等を調達し、被災者等に供給する。

町内で調達が難しい場合は、県に対して供給の要請を行う。 

   イ 備蓄及び調達の品目としては、寝具（毛布等）、衣料品（下着、作業着、タオル）、炊

事器具（卓上コンロ、カセットボンベ）、食器、日用雑貨、光熱材料、燃料、簡易トイレ、

災害弱者向け用品などが考えられる。 

     また、避難所での生活が長期化する場合に必要となる備品の調達についても検討して

おく必要がある。 

 （３）町が備蓄を行うに当たっては、物資の性格に応じ、集中備蓄または避難所の位置を考慮

した分散備蓄とするとともに、避難者への提供が容易な指定避難所等に備蓄拠点を設ける
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など、体制の整備に努める。 

 （４）備蓄数量の設定 

    町は、県の地震・津波想定調査等の結果をもとに、倒壊家屋からの非常持ち出しができ

ない避難者や旅行者等の１日分程度を目安に行うこととし、近隣市町村間の連携などによ

る多様な方法によって確保を図る。 

    また、防災週間や防災関連行事等を通じ自主防災組織や住民に対し、生活物資や非常持

出品を日頃から備えておくよう啓発を図るとともに、防災訓練での提供訓練等の実施に努

めるものとする。 

 

第２ 飲料水の確保 

 １ 応急飲料水の確保 

 （１）町は、発災後３日間は被災者１人１日３㍑に相当する量を目標として応急飲料水の確保

及び応急給水資器材（給水タンク車、給水タンク、ポリ容器、ポリ袋等）の整備（備蓄）

に努める。 

 （２）町は、平常時から応急飲料水を確保するため、湧水、井戸等の把握に努める。 

 （３）町は、防災週間や防災関連行事等を通じ自主防災組織や住民に対し、３日分の飲料水の

備蓄に努めるよう啓発する。 

 （４）町は、食料品とともに飲料水（ペットボトル等）についても、広域的に調達能力を有す

る販売業者等に対し、災害発生時における円滑な供給体制の整備に努めるよう要請する。 

 ２ 資機材等の整備 

   町は、応急給水用として給水タンク、ろ過装置、ポリタンク及びポリ袋等資材の整備に努

める。 

 

第３ 防災資機材等の整備 

 １ 防災資機材の整備 

   町は、災害時に必要とされる救出用など応急活動用資機材（エンジンカッター、発電機、

投光機等）の整備充実を図る。 

   また、町は、長期間の避難者受入れが可能な避難所について、太陽光パネルや発電装置な

どの資機材整備に努める。 

 ２ 備蓄倉庫等の整備 

   町は、公共施設、避難所等における食料等の備蓄倉庫、防災資機材倉庫の整備に努めると

ともに、学校の空き教室等の活用についても検討を行うものとする。 

 

 

第１３節 防災教育・広報 

（総務課、政策財務課、生活課、教育課） 

 町は、災害の発生の防止、或いは災害発生時における被害の軽減を図るため、防災関係機関の

みならず町民一人ひとりが日ごろから災害に対する正しい認識を身につけ、冷静かつ的確な対応
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ができるよう、防災知識の普及と防災意識の高揚に努める。 

 

第１ 町民に対する防災教育 

 １ 実施時期 

 （１）町は、災害予防運動期間や災害が発生しやすい時期を重点として、広く防災知識の普及

啓発活動を実施する。 

   ア 防霜対策に関する事項（４月初旬～５月下旬） 

   イ 風水害予防に関する事項（５月～９月） 

     ・水防週間（５月１日～５月３１日） 

   ウ 土砂災害予防に関する事項（６月） 

     ・土砂災害防止月間（６月１日～６月３０日） 

     ・がけ崩れ防止週間（６月１日～６月７日） 

   エ 火災予防に関する事項 

     ・春季全国火災予防運動（３月１日～３月７日） 

     ・秋季全国火災予防運動（１１月９日～１１月１５日） 

   エ 雪害予防に関する事項（１２月～３月） 

   オ 地震災害に関する事項 

     ・防災の日（９月１日） 

     ・防災週間（８月３０日～９月５日） 

     ・防災とボランティア週間（１月１５日～１月２１日） 

     ・防災とボランティアの日(１月１７日) 

 ２ 普及方法 

  防災知識の普及は、次の媒体の利用により行う。 

 （１）新聞、テレビ、ラジオ 

 （２）広報誌 

  （３）防災行政無線放送 

 （４）広報車 

 （５）講習会 

 ３ 普及内容 

   防災知識の普及啓発にあたっては、災害発生時の心得等の災害に関する一般的な知識とと

もに、３日分の食料、飲料水等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）

の準備や家具等の転倒防止等、家庭での予防・安全対策、地域防災計画に定める避難場所、

応急救護方法、住宅内外の危険箇所の把握等、町民一人ひとりが日ごろから心がけておくべ

き実践的な事項について十分配慮したものとする。 

   また、災害に関係ある気象その他災害発生原因についての知識の普及を図る。 

 ４ 地域防災力の向上 

   町は、各地区地域づくり協議会を通し、地域に根ざした防災教育に努めるとともに、地域

防災マップや災害情報看板等を公共施設に設置するなどして、地域全体の防災力向上を図る。 
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   また、防災の地域リーダーとして、防災士を育成し、地域活動の中から防災に関する意識

の高揚を図る。 

 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

  町及び防災機関は、病院、社会福祉施設、ホテル、旅館、その他不特定多数の人々が集まり、

人的災害が発生する可能性が高い施設について、これらの施設における防災教育の徹底を図る。 

 １ 病院及び社会福祉施設等における防災教育 

   病院、社会福祉施設等には、災害発生時において自力での避難が困難な人が多く利用して

おり、災害発生時において特に大きな人的災害を受けやすいため、管理者等に対し、災害に

対する防災教育を徹底するものとする。 

   特に、災害発生情報の伝達、迅速な避難誘導及び救出・救護等に重点を置いた教育、訓練

を日頃から定期的に実施するとともに、利用者等に対しても、災害時の避難方法等について、

パンフレット等を活用して理解を得られるよう努めるものとする。 

 ２ ホテル、旅館等における防災教育 

   ホテル、旅館等の不特定多数の者を収容する施設においては、災害発生時の情報伝達及び

避難誘導が最も重要であり、従業員に対する避難誘導訓練等を定期的に実施するものとし、

管理者等に対し、講習会、研修会等を通じて防災教育を徹底するものとする。 

 ３ その他不特定多数の人々が集まる施設における防災教育 

   大規模小売店舗及びレクリェーション施設等の不特定多数の人々が集まる施設の管理者等

は、各施設の特徴に応じた災害発生情報の伝達方法、迅速な避難誘導等が確実に実施できる

ように、従業員等に対する防災教育及び訓練を実施しておくものとする。 

 

第３ 学校教育における防災教育 

  学校行事や学級活動を中心に各教科、道徳等教育活動の全体を通して行うものであり、取り

上げる内容や指導の方法については学校種別や児童生徒の発達段階に応じて工夫をし、特に災

害発生時の安全な行動の仕方については実態に即した具体的な指導を行うことが重要である。 

 

 

第１４節 自主防災組織の整備 

（総務課） 

 災害の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るためには、町及び防災関係機関が

防災対策を講じるとともに、地域住民が「自らの命と地域は自分達で守る」という意識のもとに、

自主防災組織を結成し、地域における相互扶助による防災活動の中心として、自主防災組織にお

いて、日ごろから積極的に活動を行うことが重要になる。 

 

第１ 自主防災組織の現況 

  本町における自主防災組織の現況は、行政区単位に、区長・自治会の役員を中心とした組織

編成であり、連絡調整が主とする業務となっている。 
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第２ 自主防災組織の育成指導 

  町は、自主防災組織の設置及び自主防災活動の充実を促進するため、地域住民に対し、自主

防災組織の必要性等について、積極的に広報活動を展開するとともに、研修会（自主防災組織

の中心となるリーダーの育成研修会を含む）、防災訓練等を開催し、これらの行事を通して地域

住民の連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の中核としての自主防災について十分な理解が得

られるよう努めるものとする。なお、その際、女性の参画の促進に努めるものとする。 

  また、町は、災害時において有効な自主防災活動が図れるよう、組織の充実強化のための指

導及び自主防災組織のリーダー育成のための研修を行い、さらに自主防災組織の資機材の整備

に努める。 

 

第３ 自主防災組織の編成基準 

   自主防災組織の編成にあたっては、地域に密接して迅速かつ的確な災害応急活動が行える

ことが重要であり、また、近隣住民相互の密接な連携を確保する点からも、行政区（区・自

治会）単位の規模で編成するものとする。 

 

第４ 自主防災組織の活動 

 １ 自主防災計画の策定 

   自主防災組織は、災害に対し効果的な活動ができるよう、あらかじめ自主防災計画を策定

し、次の事項について記載しておくものとする。 

 （１）各自の任務分担 

 （２）地域内での危険箇所 

 （３）訓練計画 

 （４）各世帯への連絡系統及び連絡方法 

 （５）出火防止、初期消火、応急他手当の実施方法 

 （６）避難場所、避難経路、避難の伝達方法 

 （７）消火用水、その他の防火資機材等の配置場所の周知及び点検方法 

 ２ 日常の自主防災活動 

 （１）防災知識の普及等 

    万一の災害発生に迅速かつ的確に対応するため、日頃から集会等を活用して正しい防災

知識の普及啓蒙に努める。 

    なお、民生（児童）委員等との連携を図りながら、地域内における高齢者、障がい者、

外国人等のいわゆる要配慮者の確認にも努めるものとする。 

 （２）防災訓練等の実施 

    災害時において迅速かつ適切に対処するためには、日頃から各種訓練等を行い、各自が

防災活動に必要な知識を及び技術を習熟し、また、活動時の指揮連絡系統を明確にしてお

く必要がある。 

    そのため、町及び消防関係機関等の協力のもとに、次のような訓練の実施に努める。 

   ア 災害情報の収集伝達訓練 
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     災害時における防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、また、

地域の被害状況をこれらの関係機関に正確に通報する訓練を実施する。 

   イ 消火訓練 

     初期消火、火災の拡大・延焼を防ぐため、実際に消火器等の消防用資機材を使用した

消火訓練を行い、火災に必要な機器操作技術及び知識を習得する。 

   ウ 救助、応急手当の実施訓練 

     災害に伴う負傷者に対しては、消防機関が来るまでの間、地域において住民が一致協

力して負傷者の救出・手当てを行うことが重要であることから、救出用資機材の使用方

法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の操作方法等の習熟に努めるとともに、消防機関・

保健所・日赤等の指導のもとに適切な応急処置方法の習得に努める。 

   エ 学校、各家庭の限られた資機材を利用して食料を確保したり、配給方法などに習熟を

図る。 

   オ 避難訓練 

     各家庭の非常用持出品を準備するとともに、誘導避難班を中心として秩序ある避難が

できるようにする。 

     また、避難に際しては、災害弱者の安全確保に留意して行うものとする。 

   カ 地域における事業所等との連携体制の確立を計り、合同訓練の実施に努める。 

 （３）防災用資機材等の整備・点検等 

    自主防災組織は災害時に迅速かつ適切な活動を行うために、活動に必要な防災資機材の

整備に努めるとともに、資機材の定期的な点検を実施し、非常時においても確実に対処で

きるよう備えるものとする。 

 ３ 事業所の自衛消防組織の設置 

   消防法等の規定により消防計画等を作成し、自衛消防組織を設置している事業所について

は、防災活動の充実・強化を図り、自主防災組織を整備するとともに、特に法令により設置

を義務づけていない事業所についても、設置について育成指導をすすめるものとする。 

 （１）多数の従業員がおり、組織的に防災活動を行う必要がある事業所 

 （２）旅館等多数の人が利用する事業所 

 （３）危険物、高圧ガスの貯蔵所又は取扱所 

 

第５ 地区防災計画の作成 

  各地区の地域づくり協議会中心に地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当

該地区における防災力の向上を図るため、共同で防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の

避難支援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。この場合、必要に応じて

当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、町と連携して防災活動を行うこと

とする。 

  町は、地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう各地区の地域づくり協議会中心に地区

内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認める時は、地

域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。 
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第１５節 要配慮者対策 

（総務課、生活課、社会福祉協議会、国際交流協会） 

 災害において、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等の災害時に特に配慮を

要する者、いわゆる「要配慮者」が災害の発生時において、犠牲になる場合が多くなっている。 

 こうした状況を踏まえ、今後は、少子高齢化が進む中で、平常時から要配慮者に対する適切な

予防対策を積極的に推進していくことが重要である。 

 

第１ 地域防災計画、全体計画において定める全体的事項 

 １ 地域防災計画において定める事項 

   町は、町に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある

場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特

に支援を要する者（避難行動要支援者）の把握に努めるとともに、地域防災計画において以

下の事項を定めるものとする。（これまでの「災害時要援護者」は、「避難行動要支援者」と

読み替えし、取り扱うものとする。） 

 （１）避難支援等関係者となる者 

 （２）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

 （３）名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

 （４）名簿の更新に関する事項 

 （５）名簿情報の提供に際し情報漏洩を防止するために町が求める措置及び町が講ずる措置 

 （６）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または警告の配慮 

 （７）避難支援等関係者の安全確保 

 ２ 全体計画において定める事項 

   町は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（平成 25年８月内閣府（防災

担当））に基づく「全体計画」を会津坂下町地域防災計画の下位計画として位置づけ、この地

域防災計画において定める事項に加え、以下の事項を定めるものとする。 

 （１）名簿作成に関する関係部署の役割分担 

 （２）避難支援等関係者への依頼事項 

 （３）支援体制の確保 

 （４）具体的な支援方法についての避難行動要支援者との打合せを行うにあたって、調整等を

行う者 

 （５）あらかじめ避難支援等関係者に名簿情報を提供することに不同意であった者に対する支

援体制 

 （６）災害が発生し、または発生するおそれがある場合において避難支援に協力を依頼する企

業団体等との協定締結 

 （７）避難行動要支援者の避難場所 

 （８）避難場所までの避難路の整備 

 （９）避難場所での避難行動要支援者の引継方法と見守り体制 

 （10）避難場所からの避難先及び当該避難場所への運送方法等 
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第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 

  町は避難行動要支援者について避難支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命また

は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための名簿を作成しておくものとする。 

 １ 避難行動要支援者名簿の作成 

   避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、または

記録する。 

 （１）氏名 

 （２）生年月日 

 （３）性別 

 （４）住所または居所 

 （５）電話番号その他の連絡先 

 （６）避難支援等を必要とする理由 

 （７）前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に際し町が必要と認める事項 

 ２ 避難行動要支援者の範囲 

   一般的には、高齢者、障がい者等の中には、避難支援が不要な人も相当数含まれているた

め、各人の介護保険の要介護の程度や障がいの程度（人工呼吸器・人工透析が必要、医療機

関の受診が必要等も含む）、さらに災害危険箇所やこれまでの災害の履歴等の地域の安全性な

どを考慮し、速やかな避難を要する者などを特定する。 

   このように避難行動要支援者情報の収集・共有に向けた取組を進めるにあたっては、対象

者の範囲を明確にし、要配慮者や被災リスクの高い者を重点的・優先的に進める。 

   会津坂下町避難行動要支援者の範囲は以下のとおりとする。 

 （１）要介護認定３～５を受けている者 

 （２）身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害者（心臓、じん臓機

能障害のみで該当する者は除く） 

 （３）療育手帳 Aを所持する知的障害者 

 （４）精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

 （５）町の生活支援を受けている難病患者 

 （６）上記以外で、民生（児童）委員若しくは行政区長が支援の必要があると認めた者 

 ３ 要配慮者の情報利用等 

   町は、避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏

名その他の要配慮者に関する情報を、その保有にあたって特定された利用目的以外の目的の

ために内部で利用することができる。 

   また、知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることがで

きる。 

 ４ 名簿情報の提供 

   町は、災害発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところ

により、消防機関、警察、民生（児童）委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難

支援等の実施に携わる関係者に対し名簿を提供するものとする。ただし、会津坂下町個人情
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報保護条例等に特定の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意

が得られない場合は、この限りでない。 

 ５ 名簿情報の提供における配慮 

   町は、名簿情報を提供する時は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を

受けるものに対して名簿の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他

当該名簿情報に係る避難行動要支援者または第三者の権利利益を保護するために必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

 ６ 秘密保持義務 

   名簿情報の提供を受けた者（法人の場合はその役員）若しくはその職員その他の当該名簿

情報を利用して避難支援等の実施に携わる者は、正当な理由がなく当該名簿情報に係る避難

行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

第３ 個別計画の策定 

  町は、民生（児童）委員や社会福祉協議会、自主防災組織や行政区、福祉事業者等に、避難

行動要支援者と避難支援等関係者の打合せの調整、要支援等関係者間の役割分担の調整等を行

うコーディネーターとしての協力を得て、それらの者と連携しつつ、一人ひとりの個別計画の

作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等がなされるよ

う、個別計画の策定を進める。 

  併せて、個別計画により役割分担を担う関係者に当該個別計画による支援の方法等について

周知を図る。 

 

第４ 社会福祉施設における対策 

 １ 施設等の整備 

   社会福祉施設の管理者は、利用者が寝たきり老人や障がい者（児）等であり、災害時にお

いては移動等の問題などから「避難行動要支援者」となるため、施設そのものの安全性を高

めることが重要である。 

 ２ 組織体制の整備 

   社会福祉施設の管理者は、災害発生の予防や、災害が発生した場合における迅速かつ的確

な対応を行うため、あらかじめ防災組織を整備し、施設職員の役割分担、動員計画、緊急連

絡体制等を明確にしておく。 

   特に、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制は、職員が手薄であ

ることや、照明の確保が困難である等悪条件が重なることから、これらの点を十分配慮した

組織体制を確保する。 

   また、施設の管理者は、町との連携のもとに、施設相互間及び他の施設近隣住民並びにボ

ランティア組織との日常の連携が密になるよう努め、入所者の実態等に応じた協力が得られ

るよう体制作りを行うものとする。 

   さらに入所者を施設相互で受け入れるための協定を締結するなど施設が被災した後の対

応についても検討し、体制の整備に努める。 
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 ３ 緊急連絡体制の整備 

   社会福祉施設の管理者は、災害発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装

置を設置する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、施設相互の連

携協力関係の強化を図るため、町の指導の下に緊急連絡体制を整備する。 

 ４ 防災教育・防災訓練の充実 

   社会福祉施設の管理者は、施設の職員や入所者が災害時に関する基礎的な知識や災害時に

とるべき行動等について、理解や関心を高めるため、定期的に防災教育を実施する。 

   また、施設の職員や入所者が、災害時の切迫した危機的状況下にあっても適切な行動がと

れるよう各々の施設の構造や、入所者の判断能力、行動能力等の実態に応じた防災訓練を定

期的に実施する。 

   特に、自力避難が困難な者等が入所している施設にあっては、職員が手薄になる夜間にお

ける防災訓練も定期的に実施するよう努めるものとする。 

   さらに、職員に対して、災害に起因する入所者の過度の不安状態（パニック）、感情の麻痺、

無力感等の症状（心的外傷後ストレス障害《ＰＴＳＤ》）の顕在化に備え、症状、対処方法等

についての理解を深めさせる教育を実施するものとする。 

 

第５ 在宅者に対する対策 

 １ 情報伝達体制の整備 

   町は、一人暮らし高齢者、要介護高齢者、障がい者（特に音声による情報伝達の困難な聴

覚障がい者や理解力・判断力に障がいのある知的障がい者）等の安全を確保するため、聴覚

障がい者用防災行政無線戸別受信機やファクシミリなど多様な通報システムによる情報伝達

体制の整備に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、住宅用自動消火装置又は住宅

用スプリンクラー設備、住宅用火災警報器等の設置など必要な補助・助成措置を講ずるもの

とする。 

 ２ 防災知識の普及・啓発 

   町は、要配慮者及びその家族に対し、パンフレット、チラシ等を配付するとともに、地域

の防災訓練等への参加も考慮するなど、災害に対する基本的知識等の理解を高めるよう努め

る。 

 ３ 支援体制及び避難用器具等の整備 

   町は、発生時に避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、民生（児童）委員、自主防

災組織等の協力を得ながら、平常時から避難行動要支援者を把握しておくなど、避難誘導体

制の整備に努めるものとする。 

   特に発災初期においては、町等の防災関係機関の対応が著しく制限されることから、民生

（児童）委員、自主防災組織等と連携を図りながら、自主防災組織等において、避難行動要

支援者の所在をあらかじめ把握しておき、発災時においては、地域住民による救出、避難誘

導活動を行うことが重要となる。 

   また、町は、避難行動要支援者が避難する際に使用する避難用器具等の整備に努めるもの

とする。 
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 ４ 居宅支援事業者との連携 

   町は、介護保険にかかる指定居宅介護支援事業者や障がい者支援事業にかかる指定居宅支

援事業者等と連携を密にし、要支援者に対して、平常時から災害発生時の対処法や避難経路

等の喚起を依頼する。 

   また、災害発生時にあっては、上記事業者に対し、要支援者の情報提供や場合によっては

状況確認等の協力を得られる体制づくりを行う。 

 

第６ 外国人に対する防災対策 

  町は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人をいわゆる「要配慮者」として位置付け、

災害発生時に迅速、的確な行動ができるよう、次のような条件、環境づくりに努めるとともに、

外国人登録時等の多様な機会に防災対策の周知に努めるものとする。 

 １ 多言語による広報の充実 

 ２ 広域避難場所、避難標識等の災害に関する標示板の多言語化 

 ３ 外国人を含めた防災訓練・防災教育 

 ４ 外国人の雇用又は接触する機会の多い企業、事業所等に対する防災教育等の指導、支援 

 

第７ 避難所における要配慮者支援 

 １ 避難所における物理的障壁の除去（バリアフリー化） 

   町が避難所として指定する施設は、生活面での物理的障壁が除去され、ユニバーサルデザ

インへの配慮がなされた公的施設とすることを原則とするが、やむを得ずユニバーサルデザ

イン化されていない避難所に要配慮者が避難した場合は、多目的トイレ等の設備を速やかに

設置できるようあらかじめ体制の整備に努めるとともに、スロープ等の段差解消設備につい

ては、事前準備に努めるものとする。また、介助、援助を行うことができる部屋を別に設け

るなど、要配慮者の尊厳を尊重できる環境を整備するよう努めるものとする。 

 ２ 福祉避難所の指定 

   町は、健康管理センター等に、特別の配慮を必要とする者が避難でき、生活相談等の必要

な生活支援が受けられ、安心して生活ができる体制を整備した福祉避難所をあらかじめ指定

しておくものとする。 

   また、避難生活を支援するために必要となる専門的人材の確保に関して、関係団体等との

連携を図り、災害時に人的支援を得られるような受入体制を構築する。 

 

 

第１６節 ボランティアとの連携 

（生活課、社会福祉協議会、ＮＩＶＯ） 

 大規模な災害発生時には、国内・国外から多くの善意の支援申し入れが寄せられ、町及び関係

機関・団体は相互に協力し、ボランティアの受付、調整等その受け入れ体制について検討してお

く必要がある。 

 また、ボランティアの受け入れに際しても、医療、看護、高齢者介護や外国人との会話力、建
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築物の応急危険度判定等ボランティアの技能が効果的に活かされるよう配慮することが求められ

る。 

 

第１ ボランティア活動の意義 

  災害時におけるボランティア活動には、行政が実施すべき応急対策の補完的な役割を果たす

ものと、被災者個人の生活維持や再建を援助するものがある。 

  こうした意義を踏まえ、ボランティア活動が災害時において効果的に活かされる方法等につ

いて検討を進める必要がある。 

 

第２ ボランティア団体等の把握、登録等 

  災害発生と同時に各地からボランティアの申し出がなされることが予想される。これらのボ

ランティアは組織化された集団ではない場合も多く、町は日本赤十字福島県支部、社会福祉協

議会などと連携を取りながら個々のボランティア活動を把握するとともに、ボランティア団体

及び専門的な知識、技能をもつボランティアの把握に努める。 

 

第３ ボランティアの受け入れ体制の整備 

 １ 情報提供・共有 

   ボランティア、特に被災地域外からのボランティアは、活動を行うに当たって、被災地の

どの分野でどのようなニーズがあるのか、情報がないと効果的な活動が行われにくいことが

予想される。そのため、町は、関係機関等と連携を図りながら、災害対策本部の中にボラン

ティア活動に関する情報提供の窓口を設けるなど、情報提供・共有に努めるものとする。 

 ２ コーディネート体制の整備 

   町は、社会福祉協議会等のボランティア関係団体と連携をとりながら、あらかじめコーデ

ィネートを行うボランティアセンターの体制を確立しておくものとする。この場合において、

行政組織内においてボランティアセンターを設置することは、町の行う災害応急対策の支障

となること、また、自発性にもとづくボランティアの特性を阻害することも考えられるので、

極力、ボランティア関係団体が組織運営の主体となるよう努めるものとする。 

   また、町は、災害時におけるボランティア活動の拠点となる施設の提供についてもあらか

じめ検討しておくものとする。（例えば、被災地以外からのボランティアの活動拠点について、

「新鶴Ｐ／Ａ」、「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」等の活用を検討する等）とともに、防災訓練

においてボランティアセンターの立ち上げ・運営訓練等を実施するものとする。 

 ３ ボランティア保険 

   ボランティア活動中の事故や賠償事故の保障に効果のあるボランティア保険の普及啓発を

図り、ボランティア募集を行った場合等のボランティア保険の公的助成について検討する。 

 

第４ ボランティアの種類 

  ボランティア活動には、一般ボランティアと専門ボランティアの２つが考えられる。 

  専門ボランティアには、医師や看護師の資格をもつ医療ボランティア、介護福祉士の資格あ



第２編 一般災害対策編 第１章 災害予防計画 

― 64 ― 

非 常 持 出 袋

は、いつでも

背 負 え る リ

ッ ク 等 に 入

れ、玄関等に

置 く よ う に

しましょう。 

るいは介護職等の経験を持つ介護ボランティア、外国人への通訳を行う通訳ボランティア、消

防・警察業務に知識・経験を有する救急・救助ボランティア、アマチュア無線の免許を有する

無線ボランティアなどが考えられる。 

  さらに、災害時においてボランティアを円滑に受入れ、効果的な活動に導くボランティアコ

ーディネーターが重要である。 

  町は、上記の専門職ボランティアやボランティアコーディネーターなどを社会福祉協議会や

関係団体と連携し、育成していくものとする。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自らの身の安全は

自らが守る」ことが防

災の基本であります。

自らが災害に備え、

「自らの命と地域は

自らで守る」という考

えで、地域の方々と連

携をし、互いに助け合

う共助の精神を構築

しましょう。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

第１節 応急活動体制 

 

 町に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害応急対策を迅速、協力かつ効率的

に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定めるところにより、

その活動体制に万全を期するものとする。 

 この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて、災害応

急対策活動に協力するものとする。 

 

第１ 活動体制（災害対策本部） 

 １ 災害対策本部設置前の組織計画 

   本部設置に至らない災害については、平常時の町の組織をもって対処するものとする。 

 ２ 災害対策組織計画 

 （１）災害対策本部 

    町における防災に関する基本方針及び計画を作成し、その実施の推進を図るとともに、

災害情報を収集し、防災関係機関相互間の連絡調整を図る。 

   ア 設置基準 

     町長は、町内に災害発生のおそれがあるとき又は発生した場合、その災害の予防、拡

大防止又は救護、救援若しくは応急復旧活動を円滑に実施するため、災害対策基本法第

２３条の規定に基づく会津坂下町災害対策本部（以下「本部」という。）を設置するもの

とし、その基準は次のとおりとする。 

   （ア）大規模な災害の発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

   （イ）災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。 

   （ウ）災害救助法による救助を適用する災害が発生したとき。 

   イ 解散 

     本部の解散は災害の応急対策が終了した場合及び災害対策本部長（以下「本部長」と

いう。）がその必要がないと判断したときは解散する。また、本部は、発生した災害の応

急対策措置が完了し、平常の体制で処理できると認められるに至ったとき、本部長の指

示により解散する。ただし、設置が前（１）のアの（ウ）の基準によった場合は、本項

前段のほか当該法の規定に基づく救助が完了した場合に解散するものとする。 

   ウ 設置・廃止時の通報先 

     本部を設置・廃止したときは、速やかに次の機関に通報する。 

   （ア）福島県知事 

   （イ）隣接市町村長 

   （ウ）指定公共機関の長、指定地方行政機関の長 

   （エ）陸上自衛隊郡山駐屯地（陸上自衛隊第６特科連隊長） 
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   エ 大規模災害発生時における町長の不在等の非常時において、町長による災害対策本部

設置の決定が困難な場合は副町長が決定し、それも困難な場合には教育長を第２順位、

総務課長を第３順位とする。 

   オ 動員伝達法 

     動員の伝達は、総務課長より防災担当者を通じて各所属長へ連絡するものとする。 

     また、勤務時間外、休日等においての伝達方法は、防災担当者が防災行政無線、一般

加入電話等により各所属長へ連絡するものとする。 

   キ 本部会議 

     災害対策本部長は、災害対策の実施上必要があるときは、本部員、各部長をもって構

成する本部会議を招集する。会議の内容はおおむね次のとおりである。 

   （ア）報告 

      気象情報、災害情報、配備体制、各対策部の措置事項 

   （イ）協議事項 

     ａ 応急対策、各対策部門調整事項の指示 

     ｂ 他市町村応援要請の要否 

     ｃ 自衛隊災害派遣要請の要否 

     ｄ 災害救助法適用申請の要否 

     ｅ 被害状況視察隊編成の要否 

     ｆ 被害者に対する見舞金品の給付決定 

     ｇ 次回本部会議開催予定日時の決定 

   ク 組織編成 

     災害対策本部の組織編成及び事務分掌は、｢会津坂下町災害対策本部条例｣、「会津坂下

町災害対策本部規定」により、次のとおりとする。 

 

   （ア）会津坂下町災害対策本部組織図 

災害対策本部長  参 与       
     

町 長  議 会 議 長       
       

          
          

災害対策副本部長  【 部 名 】  【 部 長 】   【 班 名 】  
     

副 町 長  総 務 部  総 務 課 長   庶 務 班 （ 危 機 管 理 班 ） 
    

消 防 団 長         
      行 政 班 （ 行 政 管 理 班 ） 

        
        

災害対策本部員       税 務 班 （ 税 務 管 理 班 ） 
      

教 育 長         
        

総 務 課 長  政策財務部  政策財務課長   広 報 班 （ 政 策 企 画 班 ） 
    

政策財務課長         
      財 務 班 （ 財 務 管 理 班 ） 

生 活 課 長       
        

建 設 課 長       財産管理班 （ 財 務 管 理 班 ） 
      

産 業 課 長         
        

教 育 課 長  生 活 部  生 活 課 長   福 祉 班 （保険年金班・福祉健康班） 
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子ども課長         
      衛 生 班 （ 戸 籍 環 境 班 ） 

議会事務局長       
        

会計管理者         
 建 設 部  建 設 課 長   土木建築班 （ 都 市 土 木 班 ） 

     
        

       管 理 班 （ 都 市 土 木 班 ） 
      

            
          都市計画班 （ 都 市 土 木 班 ） 
          
            
          上 水 道 班 （ 上 下 水 道 班 ） 
          
            
          下 水 道 班 （ 上 下 水 道 班 ） 
          
            
            
     産 業 部  産 業 課 長   農 林 班 （ 農 林 振 興 班 ） 
        
            
          商工観光班 （ 商 工 観 光 班 ） 
          
            
            
     教 育 部  教 育 課 長   教育総務班 （ 教 育 総 務 班 ） 
        
            
          学校給食センター班  （学校給食センター） 
          
            
          社会文化班  （ 社 会 文 化 班 ） 
          
            
            
     子 ど も 部  子ども課長   子ども支援班 （ 子 ど も 支 援 班 ） 
        
            
          保 育 所 班 （ は ん げ 保 育 所 ） 
          
            
          幼 稚 園 班 （坂下南・坂下東幼稚園） 
          
            
            
     議会事務局部  議会事務局長   議 会 班 （ 議 会 事 務 局 ） 
        
            
            
     出 納 部  会計管理者   出 納 班 （ 出 納 室 ） 
        
            
            
  農委事務局部  農委事務局長   農 委 班 （ 農 林 振 興 班 ） 
     

 注：各班の長は、各部長が命ずるものとする。 

   （イ）各部班の事務分掌 

部 名 班  名 事   務   分   掌 

総務部 

 

 

 

 

 

 

 

庶務班 １ 防災会議に関すること。 

２ 災害対策本部の庶務に関すること。 

３ 総合的災害対策の立案と各部との連絡調整に関すること。 

４ 災害対策本部長（以下「本部長」という。）の命令の伝達に関す

ること。 

５ 消防機関との連絡に関すること。 

６ 災害救助法の適用に関する全般的な具体策の立案及びその実施

に関すること。 

７ 災害救助基金の運用に関すること。 

  ８ 職員の非常招集に関すること。 
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部 名 班  名 事   務   分   掌 

  ９ 災害時における職員の動員及び調整に関すること。 

10 気象情報の接受及び通報に関すること。 

11 部内の他の班に属しない所掌事項。 

12  水防に関すること。 

13  本部長の命ずる応急対策に関すること。                    

 行政班 １ 災害情報の収集連絡に関すること。 

２ 県及び国等に対する要望等の資料作成に関すること。 

３ 部内各班との連絡調整に関すること。 

４ 県及び国等に関する要望等の資料作成に関すること。 

５ 県又は他町村に対する職員の派遣及び派遣のあっせんに関する

こと。 

６ 自衛隊の要請等に関すること。 

７  自動車等の配車に関すること。 

８  防災会議関係機関との連絡調整に関すること。 

９ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 税務班 １ 被災者に対する公的徴収金の減免等に関すること。 

２ 被害状況に基づく各種申告等の期限の延長公示に関すること。 

３ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

政策財務部 

 

広報班 １ 新聞発表、ラジオ放送、テレビ放送、防災行政無線、広報車によ

る広報活動、その他広報に関すること。 

２ 災害写真の撮影、収集、記録等に関すること。 

３  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 財政班 １ 災害対策費の予算措置に関すること。 

２ 公用令書の発行及びこれに伴う損失の補償に関すること。 

３ 応急復旧資金のあっせん等に関すること。 

４  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 財産管理班 １ 廃道敷、廃河川敷の管理対策に関すること。 

２ 役場庁舎、附属施設等の被害の調査並びにその他応急復旧に関す

ること。 

３ 義援物資の保管場所の確保に関すること。 

４ 義援物資の受給状況の把握に関すること。 

５ 避難所等への物資の配給に関すること。 

６ 災害義援金（寄附金）の受付、管理に関すること。 

７  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

生活部 福祉班 １ 災害救助に関すること。 

  （１）被災者の避難及び収容所の設置に関すること。 
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部 名 班  名 事   務   分   掌 

    （２）炊き出し及び食料品の給与に関すること。 

    （３）被服、寝具類、その他生活必需品の調達に関すること。 

  （４）被災者の生活相談、援護に関すること。 

２ 被災者に対する援護対策に関すること。 

３ 災害ボランティアセンター設置並びに同センターとの連絡調整

に関すること。 

４ 被災者に対する生活福祉資金等に関すること。 

５ 社会福祉関係施設の被害調査及びその応急復旧に関すること。 

６  被災地区における高齢者世帯・心身障がい者（児）世帯等の災害

時要支援者世帯の援護対策に関すること。 

７  老人福祉施設等の被害の調査及びその応急復旧に関すること。 

８  心身障がい者（児）福祉施設等の被害の調査及びその応急復旧に

関すること。 

９ 要配慮者の把握及び避難状況の確認に関すること。 

10 福祉避難所の設置に関すること。 

11 被災地における被災者の健康管理及びメンタルヘルスケアに関

すること。 

12 医療及び助産に関すること。 

13 医薬品の確保及び配分に関すること。 

14  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 衛生班 １ 防疫及び清掃に関すること。 

２ 衛生資材の確保及び配分に関すること。 

３ 死体の処理及び埋葬に関すること。 

４ その他衛生全般に関すること。 

５ 被災地区における応急救護に関すること。 

６  医療機関の被害の調査及びその応急復旧に関すること。 

７  環境衛生及び食品衛生の保持に関すること。 

８ 動物（ペットに限る。）救護対策に関すること。 

９  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

建設部 土木建築班 １ 道路、橋りょう等の被害の調査及びその応急復旧に関すること。 

２ 水防活動に関すること。 

３ その他土木全般に関すること。 

４  気象情報の収集及び通報に関すること。 

５  建設事務所等からの公共土木施設被害報告の収集に関すること。 

  ６  河川の被害の調査並びにその応急復旧に関すること。 
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部 名 班  名 事   務   分   掌 

  ７ 林道施設及び治山施設の被害の調査並びにその応急復旧に関す

ること。 

  ８ 町営住宅等の応急復旧に関すること。 

９  仮設住宅の建築に関すること。 

10  住宅改良資金のあっせんに関すること。 

11  災害応急住宅等の建設に要する資材の調達及びあっせんに関す

ること。 

12  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 管理班 １ 交通不能箇所の調査及び通行路線の決定に関すること。 

２ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 都市計画班 １ 都市施設の被害調査及びその応急復旧に関すること。 

２ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 下水道班 １ 下水道の被害調査及びその対策に関すること。 

２ 被災地における仮設トイレ等の衛生設備の設置及び管理に関す

ること。 

３ 下水道施設等の応急復旧に関すること。 

４  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 上水道班 １ 上水道の被害調査及びその対策に関すること。 

２ 被災地における飲料水の供給に関すること。 

３ 上水道施設等の応急復旧に関すること。 

４  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

産業部 農林班 １ 農作物及び森林の被害調査並びに応急対策に関すること。 

２ 農薬、肥料の確保、配分に関すること。 

３ 応急用米穀、そ菜及び調味料の調達、あっせんに関すること。 

４ 家畜伝染病の予防及び防疫並びに家畜飼料の調達、あっせんに関

すること。 

５ 農林畜産関係の補助と融資起債等に関すること。 

６ その他農林業全般に関すること。 

７  農業気象に関すること。 

８  被災農業者に対する農林金融に関すること。 

９  農産物の防虫及び駆除に関すること。 

10  森林病害虫の防除及び駆除に関すること。 

11 農地及び農業用施設の被害調査及びその応急対策に関すること。 

12  林業用施設の被害調査及びその応急対策に関すること。 

  13  災害応急国有林の需要量の掌握及び払い下げのあっせん並びに 

森林管理署との連絡に関すること。 
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部 名 班  名 事   務   分   掌 

  14  農業水利の確保に関すること。 

  15  災害時における木材及び薪炭の調達並びにあっせんに関するこ

と。 

16  本部長の命ずる応急対策に関すること 

 商工観光班 １ 商工業関係の被害調査に関すること。 

２ 被害時における労働力確保に関すること。 

３ 応急対策のための食料品類（かん詰、漬物等）毛布、衣料品等そ

の他生活必需品及び資材等の調達に関すること。 

４ その他商工業全般に関すること。 

５  被害地区における消費者保護対策に関すること。 

６  物価対策の連絡調整に関すること。 

７  金属製品等の調達に関すること。 

８  被災時における高圧ガス及び火薬類の取締りに関すること。 

９  被害労働者の福祉に関すること。 

10  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

教育部 教育総務班 １ 学校施設の被害の調査及び応急対策に関すること。 

２ 被害地の応急教育及び教職員の動員に関すること。 

３ 被災した児童及び生徒に対する学用品の調達及びあっせん等に

関すること。 

４ 被災した児童及び生徒の保健管理に関すること。 

５ 学童の避難に関すること。 

６  被災地の養護教育の確保及び教職員の動員に関すること。 

７  体育施設の被害の調査に関すること。 

８  被災地の教育関係職員の福利厚生に関すること。 

９  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 学校給食セ

ンター班 

１ 被災園児、児童、生徒に対する学校給食に関すること。 

２ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 社会文化班 １ 文化財等の被害の調査に関すること。 

２ 公民館等の社会教育施設の被害の調査に関すること。 

３ 社会教育施設の応急復旧対策に関すること。 

４ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

子ども部 子ども支援

班 

１ 被災地区における児童及び母子世帯等の援護対策に関すること。 

２  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 保育所班 １ 児童福祉施設等の被害の調査及びその応急復旧に関すること。 

２  本部長の命ずる応急対策に関すること。 
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部 名 班  名 事   務   分   掌 

 幼稚園班 １ 幼児教育施設等の被害の調査及びその応急復旧に関すること。 

２  本部長の命ずる応急対策に関すること。 

議会事務局

部 

議会班 １ 町議会議員との連絡に関すること。 

２ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

出納部 出納班 １ 災害救助基金の出納に関すること。 

２ 災害応急対策に要する経費の経理に関すること。 

３ その他経理全般に関すること。 

４ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

農委事務局部 農委班 １ 本部長の命ずる応急対策に関すること。 

 備考 事務分掌によるもののほか、事務に余裕のある部又は班は、必要に応じ他部 

   又は他班の行う事務について応援するものとする。 

 ３ 災害対策本部員会議 

 （１）災害対策本部員会議（以下「会議」という。）は、副町長室で開催するものとする。 

 （２）災害対策本部員は、所掌事項に関する必要な資料を会議に提出するものとする。 

 （３）災害対策本部員は、会議の招集を認めるときは総務課長にその旨申し出るものとする。 

 

第２ 本部連絡員 

  各部は、防災に関する所掌事務の円滑なる遂行及び防災活動に即応する体制を確立しなけれ

ばならない。 

 １ 本部連絡員は、各部長の指名するものをもって充てる。 

 ２ 本部連絡員は、本部に常駐し、災害応急対策の推進に当たるものとする。 

 ３ 本部連絡員は、積極的に相互協力を行い被害及び災害対策に関する全般の情報及び資料の

収集及びその整備に努めるものとする。 

 ４ 本部連絡員において措置することが困難な事項については、本部連絡員は速やかにその旨

を各班長に連絡し、その円滑な処理を図るものとする。 

 

第３ 現地災害対策本部の設置 

  本部長は、災害の規模、その他の状況により特に必要があると認めたときは、本部員の中か

ら現地災害対策本部長を指名し、名称、所管区域及び設置場所を定めて現地災害対策本部を設

置することができる。 

  なお、現地災害対策本部の組織、事務分掌は、その都度本部長が定めるものとする。 

 

第４ 災害救助法が適用された場合の体制 

  災害救助法が適用された場合は、知事の指揮を受けて、災害救助法に基づく救助事務を実施

し、又は県が行う救助事務の補助をする。この場合における救助体制についても、町は県の指

導により、あらかじめ定めておくものとする。 
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第２節 職員の動員配備 

 

 災害発生時において、初動体制をいち早く確立することが、その後の円滑な災害応急対策活

動を実施するために極めて重要である。 

 このため、職員の配備基準を明確にするとともに、職員の動員伝達方法、自主参集等を明確に

しておく必要がある。 

 

第１ 配備基準 

 １ 非常配備の種別、内容、時期等の基準については、別表「非常配備に関する一般基準」の

とおりとする。 

 （１）本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進

を図るため非常配備の体制をとるものとする。 

 （２）各班長は、事務分掌に基づき、各班ごとの配備基準を定めこれを班員に徹底しておくも

のとする。 

 

別表「非常配備に関する一般基準」    

 １ 配備要員数 

  （１）災害対策本部設置前 

   指 揮 者：総務課長 

   配備職員：総務課危機管理班、行政管理班、建設課、産業課農林振興班の職員の１０％ 

種 別 配  備  内  容 配  備  時  期 

事前配備 情報連絡のため、庶務班、行政班、

建設部各班、農林班の人員をもっ

て当たるもので、状況により、さ

らに次の配備体制に円滑に移行で

きる体制とする。 

１ 大雨、台風、降雪期において、気象注意報

（大雨、洪水、大雪注意報等）が１以上発令

され、なお警報の発令が予想されるときで、

総務課長が配備を決定したとき。 

２ その他必要により総務課長が当該配備を指

令したとき。 

 

   指 揮 者：総務課長 

   配備職員：関係部等の職員の２０％ 

種 別 配  備  内  容 配  備  時  期 

警戒配備 関係各部班の所要の人員をもって

当たるもので、災害の発生ととも

に、そのまま直ちに非常活動が開

始できる体制とする。 

１ 大雨、台風、降雪期において、大雨警報、

暴風警報、暴風雪警報、洪水警報、大雪警報、

土砂災害警戒情報の各警報が１以上発令され

たとき。 

  ２ 震度４の地震により人的被害及び住宅被害

が発生したとき。 
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種 別 配  備  内  容 配  備  時  期 

  ３ その他総務課長が必要と認めたとき。 

特別警戒

配備 

関係各部の所要人員をもって当て

るものとするもので、災害の関す

る情報の収集、連絡及び応急対策

を実施し、状況に応じてそのまま

第１非常配備に移行できる体制と

する。 

１ 大雨、洪水等の警報が発令され、広範囲に

わたる災害の発生が予想され、または被害が

発生したとき。 

２ 大雨、暴風、暴風雪、大雪特別警報が発表

されたとき。 

３ その他必要により町長（本部長）が指令し

たとき。 

 

  （２）災害対策本部設置後 

   指 揮 者：町長 

   配備職員：全所属部の職員数の５０％ 

種 別 配  備  内  容 配  備  時  期 

第 1非常 

配備 

関係各部班の所要の人員をもって 

当たるもので、突発的災害に対し 

応急措置をとり救助活動及び情報 

収集、広報活動がスムーズにでき 

る体制をとり、速やかに第２非常 

配備に移行できる体制とする。 

１ 町域に局地的災害が発生し、さらに、複数 

 地域で災害が予想されるとき。 

２ 震度５弱以上の地震が発生し、甚大な災害 

 が発生したとき又は、発生するおそれがある

とき。 

３ その他必要により本部長が当該配備を指令

したとき。 

 

   指 揮 者：町長 

   配備職員：全所属部の職員数の１００％ 

種 別 配  備  内  容 配  備  時  期 

第２非常

配備 

災害対策本部の全員をもって当た

るもので、複数地区について救助

活動を行い。また、その他町内全

域に被害が拡大するのを防止でき

る体制とする。 

１ 町内の全域にわたって、災害が発生したと

き。 

２ 震度６弱以上の地震が発生したとき。 

３ その他必要により本部長が当該配備を指令

したとき。 

 

第２ 活動要領 

 １ 事前配備下の活動 

 （１）庶務班（危機管理班）は、気象情報連絡機関（県民安全総室、会津地方振興局、会津若

松地方広域市町村圏整備組合消防本部等）から、気象情報、対策情報等を確実に収集する

とともに、現地の情報及びラジオ、テレビ等の情報も収集し、直ちに総務課長、建設課長

産業課長に報告するものとする 
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 （２）各班長は、相互に情報を交換して当該情勢に対応する措置を検討するものとする。 

 （３）事前配備につく職員は、自己の所属する班の所定の場所に待機するものとする。 

 （４）事前配備を行う各班の責任者は、庶務班（危機管理班）からの情報又は連絡に即応して

随時待機職員に対し、必要な指示を行うものとする。 

 （５）事前配備につく職員の人数は、状況により各班長において増減するものとする。 

 ２ 警戒配備下の活動 

 （１）総務課長及びその他の関係班長は、情報の収集及び伝達の体制を強化するものとする。 

 （２）総務課長は、災害に関する情報及び町民に対する要望事項等を取りまとめ、必要がある

と認めるときは、防災行政無線、電話、広報車等をもって、町民に対して速やかにその周

知を図るものとする。 

 （３）総務課長は、関係各班長と相互の連絡を密にし、客観情勢を判断し応急措置を行う。 

 （４）警戒配備につく職員は、自己の所属する班の所定の場所に待機するものとする。 

 （５）警戒配備を行う各班の責任者は、庶務班（危機管理班）からの情報又は連絡に即応して

随時待機職員に対し、必要な指示を行うものとする。 

 （６）事前配備につく職員の人数は、状況により各班長において増減するものとする。 

 （７）各班長は、次の措置をとり、その状況を随時総務課長に連絡するものとする。 

   ア 状況を関係各班の職員に徹底させ、所要の人員を配置につかせる。 

   イ 関係各班及び関係のある外部の機関との連絡を密にし、協力体制を整備する。 

 （８）総務課長及びその他の関係班長は、速やかに非常配備に移行できる体制をとる。 

 ３ 第１非常配備下の活動 

 （１）第１非常配備が指令された後及び被害が発生した後は災害対策活動に全力を集中すると

ともに、その活動状況を随時本部長に報告するものとする。 

 （２）本部の機能を円滑ならしめるため､災害対策本部室を副町長室､本部員室を総務課危機管

理班に設置する。 

 （３）総務課長及び関係班長は、情報の収集及び伝達の体制を更に強化するものとする。 

 （４）総務課長は、関係各班長と相互の連絡を密にし、客観情勢を判断するとともに、応急措

置について必要のある都度随時これを本部長に報告するものとする。 

 （５）総務課長は、災害に関する情報及び町民に対する要望事項等を取りまとめ、必要がある

と認めるときは、防災行政無線、電話、広報車等をもって、町民に対して速やかにその周

知を図るものとする。 

 （６）各班長は、次の措置をとり、その状況を随時本部に連絡するものとする。 

   ア 状況を関係各班の職員に徹底させ、所要の人員を配置につかせる。 

   イ 関係各班及び関係のある外部の機関との連絡を密にし、協力体制を整備する。 

 （７）本部連絡員は、本部（副町長室）に集合するものとする。 

 （８）本部長は、必要に応じ災害対策本部員会議を招集するものとする。 

 ４ 第２非常配備下の活動 

   第２非常配備が指令された後及び被害が発生した後は災害対策活動に全力を集中するとと

もに、その活動状況を随時本部長に報告するものとする。 
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 ５ 記録の励行 

   本部長の発する指令等又は班長が発する指示連絡等の伝達若しくは町民、会津地方振興局

長等から本部あての報告、要請、照会等の受領に当たる職員は、その内容が特に軽易な場合

を除き、常にこれを記録し、その伝達及び受領の確実を期するものとする。 

 

第３ 動員の伝達方法 

  動員の伝達は、総務課長より庶務班（危機管理班）職員を通じてあらかじめ定められたルー

トにより、一般加入電話等によるほか、町防災行政無線により伝達するものとする。 

 

第４ 非常参集等 

  職員は、勤務時間外、休日等において、災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚

知したときは、非常配備に関する一般基準に基づき、直ちに役場庁舎又はあらかじめ指定され

た場所に参集し配備につく。 

  なお、参集途上においては、必要に応じて目視などによる被害状況の収集を行うものとし、

総務部庶務班（危機管理班）へ直ちに報告するものとする。 

 

第５ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 

  各所属長は、所属職員の配備状況及び所属職員以外の参集状況を災害対策本部庶務班に報告

する。災害対策本部長は、全体の配備状況を考慮し、応援を必要とする班があるときは、行政

班を通じて各班長に応援の指示を行う。 

  また、各所属長は、職員や家族の安否情報を併せて行うこととし、その状況を災害対策本部

行政班に報告する。 

 

 

第３節 相互応援協力 

（総務課） 

 災害発生時においては、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、各地方公共団体及び関係

機関は相互の応援協力により適切な応急救助等を実施するものとする。 

 

第１ 防災関係機関への応援要請 

  町長は、町の災害応急措置を実施するにあたり、町職員のみでは不足し的確かつ円滑に行う

ために必要があると認めるときは、各関係機関及び民間団体組織の応援（協力）求めるものと

する。 

 １ 行政機関に対する応援要請 

 （１）町長は、町地内に災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要が認めら

れるときは、災害対策基本法第６８条の規定により、県知事に対し応援（職員の派遣を含

む。以下同じ）又は、応援のあっせんを求めるものとする。 

 （２）町長は、町地内に災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要が認めら
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れるときは、災害対策基本法第６７条の規定により、他の市町村長に対し、応援を求める

ものとする。 

 （３）町長は、町の災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、災害対策基本法２９条の

規定に基づき、指定行政機関の長に対し知事との協議のうえ、職員の派遣を要請するもの

とする。 

 （４）町長が知事又は他に市町村長の応援又は応援のあっせんを求める場合、次に掲げる事項

について口頭又は電話をもって要請し、後日文書により処理するものとする。 

   ア 災害の状況及び応援を求める理由 

   イ 応援を要請する機関名 

   ウ 応援を要請する職種別人員、物資等 

   エ 応援を必要とする場所、期間 

   オ その他必要な事項 

 （５）町長は、町の災害応急対策又は復旧のため必要があるときは、消防組織法第２１条の規

定により、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ものとする。 

 ２ 国に対する応援要請 

 （１）町長は、災害対策または災害復旧対策のために必要があると認めるときは、指定地方行

政機関の長に対し、当該機関の職員の派遣を要請することができる。（災害対策基本法第

29 条）。 

    なお、本町においては、東北地方整備局郡山国道事務所との間において災害対策現地情

報連絡員（リエゾン）の派遣に関する協定を締結している。 

 （２）町長は、災害対策または災害復旧対策のために必要があると認めるときは、知事に対し、

指定地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる（災害対策基本法

第 30条）。 

 （３）町長は、指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請するときは、次に事項を記載

した文書をもって行う。 

   ア 派遣を要請する理由 

   イ 派遣を要請する職員の職種人員数 

   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とされる事項 

     なお、派遣された職員の身分の取扱いに関しては、災害対策基本法施行令第 17 条に定

めるとおりとする。 

 

第２ 公共的団体等との協力 

  町は、区域内における公共的民間団体及び自発的な防災組織等から、次のような協力を得な

がら、効率的な応急対策活動を行い、これらの団体等の協力業務及び協力方法についても明確

にしておくものとする。 

   ア 異常気象、災害危険箇所等を発見した場合に、町その他の関係機関に連絡すること。 
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   イ 災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。 

   ウ 災害時における広報広聴活動に協力すること。 

   エ 災害時における出火の防止及び初期消火に関し協力すること。 

   オ 避難誘導、避難所内被災者の救援業務に協力すること。 

   カ 被災者に対する炊き出し、救援物資の配分等に協力すること。 

   キ 被害状況の調査に協力すること。 

   ク 被災区域内の秩序維持に協力すること。 

   ケ 罹災証明書交付事務に協力すること。 

   コ その他の災害応急対策業務に関すること。 

  なお、ここでいう公共的団体とは、日赤奉仕団、医師会及び歯科医師会、農業協同組合、森

林組合、商工会、婦人会等をいい、防災組織とは、住民の自発的な防災組織、施設の防災組織

及び業種別の防災組織をいう。 

 

第３ 民間事業者との災害時応援協定 

  町は、それぞれに締結した災害時応援協定に基づき、応援を求める。 

  さらに、迅速かつ円滑な応援協力要請体制を構築するため、町が実施する防災訓練に積極的

に参加を呼びかけていくものとする。 

 

 

第４節 災害情報の収集伝達 

（総務課、建設課、産業課） 

 災害時における災害の情報収集・報告・伝達は、その後の災害応急対策の体制整備、災害復旧

計画策定など災害応急対策の基本であり、その任に当たる者は、適正かつ迅速に行うものとする。 

 

第１ 気象注意報・警報等の伝達 

  県における気象業務法に基づく予警報を受信したときは、直ちに行政班は、地域関係団体に

連絡するものとする。 

 １ 定義と種類 

 （１）定義 

    予  報：観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。 

特別警報：大雨、大雪、暴風、暴風雪によって重大な災害が起こるおそれが著しく大き

い場合、その旨を警告して行う予報。 

    警  報：重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報。 

    注 意 報：気象現象により災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予

報。 

    情  報：気象等の予報に関係のある台風・その他異常気象等について、その状況や推

移を説明する。 
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 （２）種類 

   ア 特別警報 

    ・気象特別警報                 大雨特別警報 

                            大雪特別警報 

                            暴風特別警報 

                            暴風雪特別警報 

   イ 警報 

    ・気象警報                 暴風警報 

                          暴風雪警報 

                          大雨警報 

                          大雪警報 

    ・洪水警報 

    ・水防活動用気象警報（大雨警報または大雨特別警報をもって代える） 

    ・水防活動用洪水警報（洪水警報をもって代える） 

   ウ 注意報 

    ・気象注意報            風雪注意報 

                      強風注意報 

                      大雨注意報 

                      大雪注意報 

                      その他の気象注意報    濃霧注意報 

                     （現象名を冠した注意報）  雷注意報 

    ・洪水注意報                         乾燥注意報 

    ・水防活動用気象注意報（大雨注意報をもって代える）      なだれ注意報 

    ・水防活動用洪水注意報（洪水注意報をもって代える）      着氷（雪）注意報 

                                   霜注意報 

                                   低温注意報 

                                   融雪注意報 

   エ 情報 

   （ア）全般気象情報、東北地方気象台、福島県気象情報 

気象の予報等について、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や警報・注意

報が発表された後の経過や予報、防災上の注意を解説する場合等に発表する。 

   （イ）土砂災害警戒情報 

      福島県と福島地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に大雨による土

砂災害発生の危険度が高まったとき、町長が避難勧告等を発表する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよう発表する。 

   （ウ）記録的短時間大雨情報 

      県内で、数年に一度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測（地上の雨量

計による観測）または解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）した
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ときは、福島県気象情報の一種として発表する。 

   （エ）竜巻注意情報 

      積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼

び掛ける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発

生する可能性が高まったときに、福島県単位で発表する。この情報の有効期間は、発

表から１時間である。 

   オ その他 

   （ア）火災気象通報 

      消防法第２２条第１項の規定に基づく気象状況の通報は、おおむね次のとおりとす

る。 

     「イ」の基準：実効湿度６０％以下、最小湿度４０％を下回り最大風速８m/s を超え

る見込みのとき。 

     「ロ」の基準：平均風速１２m/s 以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。

ただし降雨降雪中は通報しないこともある。 

   （イ）スモッグ気象情報 

      大気汚染防止法の規定により、光化学ダイオキシン濃度が注意報発令基準に達しそ

うな場合に県知事が行う緊急の措置に資するための気象情報 

      ※ ｢光化学スモッグ注意報｣等は、福島県の発令基準により発令される。 

      注意報基準：ダイオキシン濃度 0.12ppm 以上になり、かつ、この状態が気象条件か

ら見て継続すると認められるときに発令される。 

 ２ 注意報・警報等の発表基準と構成 

 （１）発表基準  

   ア 特別警報 

種    類 内      容 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量となる大雨が予想され、若

しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨に

なると予想される場合。 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと

予想される場合。 

暴風雪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風

が吹くと予想される場合。 

   イ 警報 

種    類 内      容 

暴風 平均風速が１８ｍ／s を超え、重大な災害が起こるおそれがあると予想

される場合。 

暴風雪  平均風速が１８ｍ／s を超え、雪を伴い、重大な災害が起こるおそれが
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種    類 内      容 

あると予想される場合。 

大雨 大雨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。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 23年５月 31日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝８０ 

 土壌雨量指数基準  １１４ 

大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水

害）のように警戒すべき事項が明記される。 

洪水 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。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 23年５月 31日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝８０ 

 流域雨量指数基準 只見川流域＝５２ 

 複合基準 平坦地：Ｒ＝４５ かつ 阿賀川流域＝４０ 

 指定河川洪水予報による基準 阿賀川（宮古・山科） 

大雪 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。 

 １２時間降雪の深さ 平均４０㎝以上、山沿い５０㎝以上 

   注）平地：標高が概ね３００ｍ未満、山沿い：標高が概ね３００ｍ以上 

   ウ 注意報 

種    類 内      容 

風雪 平均風速が１２ｍ／s 以上で、雪を伴い災害が発生するおそれがあると

予想される場合。 

強風 平均風速が１２ｍ／s 以上で、強風による災害が発生するおそれがある

とが予想される場合。 

大雨 大雨によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 22年５月 27日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝５０ 

 土壌雨量指数基準  ７９ 

洪水 洪水によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 22年５月 27日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝５０ 

 流域雨量指数基準 只見川流域＝４２ 

 複合基準 平坦地：Ｒ＝５０ かつ 阿賀川流域＝４０ 

 指定河川洪水予報による基準 阿賀川（宮古・山科） 
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種    類 内      容 

大雪 大雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

 １２時間降雪の深さ 平均２０㎝以上、山沿い３０㎝以上 

濃霧 濃霧のため交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。 

視界が陸上で１００ｍ以下 

雷 落雷等により災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

乾燥 空気が乾燥し火災の危険性が大きいと予想される場合。 

・実効湿度６０％以下、最低湿度４０％以下、風速８ｍ／s以上 

・実効湿度６０％以下、最低湿度３０％以下 

なだれ なだれが発生し災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

・山沿いで２４時間降雪の深さが４０㎝以上 

・積雪が５０㎝以上で、日平均気温３℃以上の日が継続。 

着雪(氷) 着雪（氷）が著しく、通信線や送電線当に被害が予想される場合。 

大雪注意報の条件下で気温が－２℃より高い場合。 

霜 早霜、晩霜等により農作物に著しい被害が予想される場合。 

早霜＋、晩霜期に概ね２℃  注：＋は農作物の成育を考慮し実施する。 

低温 低温のため農作物等に著しい被害があると予想される場合。 

（夏期）最高、最低又は平均気温が平年より４～５℃以上低い日が数日

以上続く。 

（冬期）最低気温 

 〔会津の平地〕－１２℃以下、又は－９℃以下の日が数日続く。 

融雪 融雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

   注）平地：標高が概ね３００ｍ未満、山沿い：標高が概ね３５０ｍ以上 

   エ 指定河川洪水予報 

     阿賀川の洪水予報（福島気象台と国土交通省阿賀川河川事務所が共同して発表する。） 

   （ア）氾濫注意情報（洪水注意報）は、基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達

し、さらに水位上昇のおそれがあるとき発表する。 

   （イ）氾濫警戒情報（洪水警報）は、基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位に達す

ることが見込まれるとき、あるいは避難判断水位に達しさらに水位の上昇が見込まれ

るときに発表する。 

   （ウ）氾濫危険情報（洪水警報）は、基準点の水位が氾濫危険水位に到達したとき発表す

る。 

   （エ）氾濫発生情報（洪水警報）は、洪水予報区間内で氾濫が発生したとき発表する。 

   （オ）基準地点と基準水位 

    ・阿賀川                              単位：ｍ 

観測所名 
水防団待機水位 

（指定水位） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

避難判断水位 

(特別警戒水位) 

氾濫危険水位 

（危険水位） 
計画高水位 

宮古 １．５０ ２．００ ４．００ ５．１９ ５．１９ 
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観測所名 
水防団待機水位 

（指定水位） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

避難判断水位 

(特別警戒水位) 

氾濫危険水位 

（危険水位） 
計画高水位 

山科 １．８０ ２．７０ ６．３０ ７．７０ ７．８３ 

   （カ）洪水予報のための河川の区域は以下のとおりである。 

      阿賀川  大沼郡会津美里町大字穂馬字井戸川乙 538 番地の２地先馬越堰堤 から 

           左岸 喜多方市山都町大字三津合字古屋敷 5845 番地の 14 地先 まで 

           右岸 喜多方市山都町大字小舟寺字中崎乙の 2538 番地の２地先 まで 

   オ 土砂災害警戒体制 

     大雨警報発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、気象

庁が作成する降雨予想に基づく予測雨量が５㎞メッシュごとに設定した監視基準の土砂

災害発生危険基準線を超過した場合。 

   カ 注意報、警報等の通知及び周知 

                町防災行政無線                伝令又は電話 

                又は、電話等 

  県総合情報通信県総合情報通信県総合情報通信県総合情報通信 

  ネットワークネットワークネットワークネットワーク                     関係区長                   一般町民 

     県 

                     町                                         一般町民・防災関係者 

 

     消防庁                     消防団幹部                  団    員 

  ＪＪＪＪ・・・・ＡＬＥＲＴＡＬＥＲＴＡＬＥＲＴＡＬＥＲＴ    

 

                                              伝令又は電話   

   キ 特別警報の伝達 

   （ア）県は、特別警報の情報を受けたときは、直ちに町に通知する。 

   （イ）町は、特別警報の情報を受けたときは、直ちに公衆や官公署に周知の措置をとる。 

   （ウ）東日本電信電話㈱（㈱エヌ・ティ・ティ ソルコ情報案内サービス事業本部仙台セ

ンタ）は、特別警報を受理したときは、一般通信に優先してファクシミリにより直

ちに町に伝達する。 

   （エ）ＮＨＫ福島放送局は、特別警報の情報を受けたときは、その情報を直ちに放送す

る。 

 ３ 町における「気象警報、注意報及び情報等の取扱要領」は次のとおりである。 

 （１）気象警報等及び霜注意報の受領並びに伝達 

    福島県地方気象台から県を経て町に通知される気象業務法及び消防法に基づく、警報、

注意報、気象情報及び火災予防のための気象通報（以下「気象通報等」という。）は、霜注

意報を除き、総務課長が受領し、気象業務法に基づく霜注意報については産業課長が受領

するものとする。 

 （２）総務課長及び産業課長は前項により、受領した場合は、速やかに部内及び関係先へ必要
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な伝達を行うとともに、重要と認められるものについては上司に報告するものとする。 

 （３）総務課長は、関係機関及び発見者等から異状気象が刻々と推移し、災害の発生のおそれ

があるような現地の情報を受領したときは、その内容により、速やかに上司に報告すると

ともに、関係部署へ所要の連絡を行うものとする。 

 （４）建設課長は、関係機関及び発見者等から洪水の発生のおそれがあるような雨量、水位又

は、流量の状況その他の水防に関する情報を受領したときは、その内容により、速やかに

上司に報告するとともに、関係部署へ所要の連絡を行うものとする。 

 （５）夜間休日等の気象通報等及び霜注意報の取扱い 

    町に通知される上記警報等の夜間休日等の取扱いは宿直者が受領し、記録し、「休日及び

勤務時間外の災害事務取扱要領」により必要な連絡を行うものとする。 

 （６）受領伝達に関する業務担当者と記録の整備 

   ア 気象通報及び霜注意報の受領、伝達に関する取扱いの責任を明らかにするため、あら

かじめ各部において業務担当者を定めて総務課長へ届け出ておくものとする。 

   イ 受領、伝達に関する記録については、日直日誌に記録するものとする。 

 ４ 総務課長及び産業課長の伝達相当区分表 

伝達責任者及び気象通報等の相当区分 伝   達   先 

【総務課長】 

・特別警報 

・気象警報（水防活動用気象・洪水警報） 

・気象注意報 風雪、強風、大雨、大雪、その他異状

現象 

・気象情報（水防活動用気象情報） 

・各種気象関係情報 土砂災害警戒情報、火災気象通 

          報、記録的短時間大雨情報他気

象情報 

 【産業課長】 

・気象注意報 霜注意報 ※ため池の連絡調整 

伝達責任者は、それぞれ上記の「気

象警報、注意報及び情報等の取扱要

領」により的確に通報するものとす

る。 

 

 ５ 休日及び勤務時間外の災害事務取扱要領 

 （１）災害発生（被害）報告の受信及び通報 

        受信内容については宿日直日誌に記録し、直ちに連絡体制表によって通報すること。 

通報の区分 
通   報   先 

受信の要点 
部 名 順位 職         名 

災害で下記以外

に関するもの 

総務課 １ 

２ 

３ 

防災消防交通係長 

危機管理班長 

総務課長 

(1)受信日時及び発名 

(2)災害発生年月日 

(3)場 所  
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通報の区分 
通   報   先 

受信の要点 
部 名 順位 職         名 

霜注意報等農政

に関するもの 

産業課 

 

１ 

２ 

３ 

振興係長 

農林振興班長 

産業課長 

(4)被害原因  

(5)被害の概要 

  注１  通報区分にかかわらず、総務課には必ず通報すること。 

  注２  特定の部を指定して通報があった場合は、上記の通報と併せて当該部の責任者へ通報

すること。 

 （２）気象通報の受信及び通報 

        受信内容を宿日直日誌に記録し、直ちに次の区分により通報すること。 

連   絡   先 
種                   類 

部   名 職        名 

総務課 

産業課 

防災消防交通係長 

振興係長 

風雪、強風、大雨、大雪、洪水の警報、注意報 

霜注意報、低温等農政に関する気象情報 

 

第２ 被害情報の収集、報告 

 １ 被害状況報告 

 （１）被害状況の掌握 

    災害による被害が発生した場合における各部門別の被害の状況は、別紙（第１章第１節

の事務分掌）によりそれぞれの所管事項に関し、関係各係において掌握するものとする。 

    各係において掌握した被害の状況は各部毎にとりまとめ庶務班（危機管理班）に報告す

るものとする。 

   ア 被害報告の収集は、災害発生の初期においては、人的被害及び住民の生活維持に直

接関係する住家、医療衛生施設、電力・水道・通信等の生活関連施設の被害状況を優

先して収集するものとする。 

   イ 上記の災害の規模・状況が判明次第、公共施設、文教施設、産業施設その他の被害

状況を速やかに調査・収集するものとする。 

   ウ 各班長はそれぞれの所掌事項に関し掌握した被害の状況を次により本部連絡員に通知

するものとする。 

   （ア）被害が累増する見込みのときは、集計日時を明記し随時通知する。 

   （イ）被害の全般の状況が把握されているか否かを明らかにするとともに、これが不明の

地域について班の範囲を通知するものとする。 

   （ウ）通知の様式は、被害状況報告書（資料１１）に定めるところによる。 

 （２）夜間及び休日等の被害報告の収集及び通報の要領 

    被害が予想される状況下にある場合には、おおむね関係各班は待機し掌握に努めるもの

とするが、予想されない突発的な被害等については、住民等の通報により被害を覚知した

場合には、宿日直者は直ちに災害連絡体制により連絡するものとする。 

 ２ 関係機関への情報の伝達 
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   関係機関への情報の伝達は、関係機関情報連絡図により行うものとする。 

 （１）被害状況等の報告 

    町は、災害発生後に調査収集した被害状況等について、関係機関情報連絡図の経路のと

おり速やかに報告する。この場合において、町が県へ報告することができない場合は、直

接国（総務省消防庁）へ被害状況等の報告を行う。また、会津地方振興局長へ報告するこ

とができない場合においては、直接、県民安全総室に報告するものとする。 

    また、大規模な災害等により火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関

への通報が殺到する場合は、町はその状況を直ちに電話により総務省消防庁及び県民安全

総室に報告するものとする。 

 （２）町から県への報告 

   ア 町から県への報告に当たっては、福島県総合情報通信ネットワークの「防災事務連絡

システム」により行うことを基本とし、県災害対策地方本部及び県災害対策本部で入力

内容の確認を行う。 

   イ 被災等により防災事務連絡システムが使用できない場合、町は電話、ファクシミリ、

電子メール等により県災害対策地方本部へ被害情報を報告するものとする。 

   【被害状況報告先】 

県 
 
 

 
 

ＮＴＴ回線 024-521-7194 
(ＦＡＸ) 

024-521-7920 

総合情報通信

ネットワーク 

衛星系 
TN-8-10-201-2632、2640 

(ＦＡＸ) 

TN-8-10-201-5524 

地上系 
TN-8-11-201-2632、2640 

(ＦＡＸ) 

TN-8-11-201-5524 

 

国
（
消
防
庁
等
） 

        区分 

回線別 

平日(9：30～18：15) 

※応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

ＮＴＴ回線 
電話(ファ

クシミリ) 
03-5253-7527、（F）03-5253-7537 03-5253-7777、（F）03-5253-7553 

消防防災無線 
電話(ファ

クシミリ) 
90-49013、（F）90-49033 90-49102、（F）90-49036 

地域衛星通信

ネットワーク 

電話 

ファク

シミリ 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 
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   ウ 関係機関情報連絡 

 

                       

          

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

             

 

 

 

                     

                     

                     

                     

 

 

 

 

                                   (派遣要請)                          (情報提供) 

 

 

 

 

 

 

 

被害発生 

住民（発見者等） 

会
津

坂
下

町 

災
害
対
策
本
部 

水
防
団
長 

消
防
団
長 

会
津
坂
下 

消 

防 

署 

会
津
坂
下 

警 

察 

署 

県
関
係
の 

出
先
機
関 

会
津
地
方 

振 

興 

局 

会
津
若
松
建
設

事 

務 

所 

国
土
交
通
省
阿
賀
川
河
川
事
務
所 

国
土
交
通
省
郡
山
国
道
事
務
所 

 

会
津
森
林
管
理
署 

 

坂
下
森
林
事
務
所 

県
警
本
部 

福   島   県（本庁） 

 

（本         部） 

 

警 
 
 
 
 
 

察 
 
 
 
 
 

庁 

 

そ 

の 

他 

協 

力 

機 

関 

 

陸 
 

上 
 

自 
 

衛 
 

隊 

 

駐 
 

屯 
 

地 
 

司 
 

令 

 

報 
 
 
 

道 
 
 
 

機 
 
 
 

関 

 

福 

島 

地 

方 

気 

象 

台 

会
津
若
松
広
域

消

防

本

部 

 

総 
 

 

務 
 

 

省 

 

消 
 

 

防 
 

 

庁 

被
害
速
報 
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 ３ 被害状況等の報告方法 

 （１）被害状況等の報告は、被害規模に関する概括的情報を含め把握できた順に町から県、さ

らに県から国（総務省消防庁）へと、有線または無線通信等、もっとも迅速かつ確実な手

段により行う。 

 （２）有線が途絶した場合は、県総合情報通信ネットワーク、警察無線、東北地方非常通信協

議会所属無線局、またはその他の無線局を利用する。 

 （３）通信が不通の場合は、通信が可能な地域まで伝令を派遣する等の手段を尽くし報告する。 

 ４ 報告の内容と種類 

 （１）町から県への報告 

    町は、県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況を連絡し、応援の必要性等を連絡す

る。県は自ら実施する応急対策の活動状況等を町に連絡する。 

   ア 報告の種類 

   （ア）概況報告（被害即報） 

      被害が発生した場合に直ちに行う報告 

   （イ）中間報告 

      被害状況を掌握した範囲でその都度行う報告、なお被害が増加すると見込まれると

きは、集計日を明記するものとする。 

   （ウ）確定報告 

      被害の状況が確定し行う報告 

   イ 報告の様式 

   （ア）報告様式は、県が別に定める被害報告書様式によるものとする。 

   （イ）概況報告及び中間報告は、確定報告の様式に沿った内容に準じて行うものとする。 

 

 

第５節 通信の確保 

（総務課、政策財務課） 

 災害時においては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に

実施し、通信の疎通を確保する。 

 

第１ 通信手段の確保 

 １ 災害時の通信連絡 

 （１）町及び防災関係機関は、災害発生直後直ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、

障害が起きたときの復旧要員の確保に努めるものとする。 

 （２）町は、災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害情報の収集伝達、その他応

急対策に必要な指示、命令等は、原則として有線通信（加入電話）、無線通信、町防災行政

無線及び県総合情報通信ネットワークにより速やかに行う。 

 （３）加入電話を使用する場合には、回線の状況により「災害時優先電話」を利用する。 

 （４）町及び防災関係機関は、電子メール等を災害発生時に連絡手段として活用し、速やか
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な情報連絡を行うものとする。 

    その際、電子メール等の情報が対応されずに埋没することのないよう、情報の受け手

は速やかに内容を確認の上対応、若しくは担当部署への割り振りを行う。 

 ２ 通信の統制 

   災害発生時においては、加入電話及び無線通信ともに混乱することが予想されるため、各

通信施設の管理者は、必要に応じ適切な通信統制を実施し、円滑な通信の疎通に努める。 

 ３ 各種通信施設の利用 

 （１）非常無線通信の利用 

    町及び防災関係機関等は、加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、東

北地方非常通信ルートに基づく東北地方整備局、福島県警察本部、東北電力㈱福島支店、

（一社）日本アマチュア無線連盟福島県支部及びアマチュア無線赤十字奉仕団等の協力を

得て無線施設の利用を図るものとする。 

 （２）通信施設所有者等の相互協力 

    通信施設の所有者または管理者は、災害応急対策を円滑に実施するため、相互の連携を

密にし、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行う。 

 

第２ 防災行政無線の運用 

  防災行政無線は、役場を中心として災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の

確保を図るため、また、各種の防災活動に関する諸情報の伝達収集の役割を担うものである。 

 １ 防災行政無線施設 

   防災行政無線施設の回線構成及び配置図は資料１２のとおりである。 

 ２ 防災行政無線の運用については、会津坂下町防災行政無線局管理運用規定（参考に掲載）

の定めるところによるものとする。 

 

 

第６節 災害広報 

（総務課、政策財務課） 

 災害時において、被災住民及び町民に正確な災害情報を提供し、混乱を防止するとともに適切

な行動を支援するために、町は、災害発生後速やかに広報活動を展開する。 

 

第１ 広報活動 

  町は、区域内の防災関係機関と調整を図り、住民の不安や動揺を防ぎ、被害の軽減のため、

防災行政無線、広報車、テレビ・ラジオの広報番組などの協力を得ながら、次のとおり広報活

動を実施する。 

  なお、被災者が必要とする情報は、①避難誘導段階、②避難所設置段階、③避難所生活段階、

④仮設住宅設置段階、⑤仮設住宅での生活開始段階等、被害発生から時間経過に伴い、刻々と

変化していくことから、被災者の必要性に即した情報を的確に提供することを心掛けることが

必要である。 
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  その際、町は、災害対策本部を設置した場合に広報の窓口を災害対策本部内広報班（政策企

画班）に一元化し、混乱した状況の中で、不正確な情報が提供されることを防ぎ、災害の拡大

を防止し、町民の安全・安心につながる情報を積極的に広報する。 

 

第２ 広報内容 

 １ 住民に対する広報の方法 

 （１）住民に対して広報する場合は、いたずらに人心を動揺させることを避け、災害状況等を

確実に広報すること。 

 （２）住民に対する広報は、防災行政無線放送、広報車、電話、消防団による広報等により短

時間に最も要領を得るよう広報する。その場合の指揮はすべて広報班（政策企画班）の指

揮によるものとする。 

 （３）災害発生の広報は、災害の規模、動向、今後の予想を検討し、これに対処するため、被

害の防止等に必要な注意事項とする。 

 （４）災害発生後は、災害の推移、避難準備及び避難の指示、応急措置の状況等とする。 

 （５）指定された避難所以外に避難した被災者への支援に関する情報も併せて行う。 

 （６）公共情報コモンズ  

    県及び町は、公共情報コモンズに被害情報や避難勧告等の発令、避難所開設などの災害

情報等を発信し、多様な媒体を通して速やかに住民へ伝達することができるようにする。 

 ２ 地域の応急対策活動に関する情報 

 （１）救護所の開設に関すること。 

 （２）交通機関及び道路の復旧に関すること。 

 （３）電気水道の復旧に関すること。 

 ３ 安否情報、義援物資、義援金の取扱いに関する情報 

 ４ その他住民に必要な情報（二次災害防止に関する情報を含む。） 

 （１）給水及び給食に関すること。 

 （２）電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること。 

 （３）防疫に関すること。 

 （４）臨時災害相談所の開設に関すること。 

 （５）被災者への支援策に関すること。 

 

第３ 市町村間の協力による広報 

  町は、サーバ等の被災によりホームページでの情報発信が不可能になった場合、災害時相互

応援協定等により、支援する市町村が被災した市町村に代わってホームページの開設や情報の

掲載を代行し、迅速に情報を発信する仕組みの構築を検討する。 
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第７節 水害等応急対策 

（総務課、建設課、産業課） 

 この計画は、水防法（昭 24 年法律第 193 号）第 25 条の規定に基づき、洪水又は水災を警戒し

防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持するため、同法第 10 条による洪

水予報の通知等を受けたときから、洪水による危険が解消するまでの間の実施運用等を示したも

のであり、詳細は会津坂下町水防計画による。 

 

第１ 水害応急対策（水防計画） 

 １ 水防の責任 

 （１）水防管理団体の水防責任 

    水防管理団体は、水防法第３条の規定により、その区域の水防を十分に果たすべき責任

を有する。 

 ２ 水防組織 

 （１）水防組織の概要 

    県と町は、水防事務の円滑な執行を図るため、それぞれ下記の表に示す水防組織を設置

し、相互の組織間において正確かつ迅速な連絡を行い、的確な水防活動の実施に資する。 

   【水防組織】 

（土木部） 

 

（建設、土木、ダム管理事務所） 

 

（市町村） 

 

（水防団、消防団等） 

 

 （２）水防管理団体の役割 

    町の水防事務を総括する。（地方水防本部との密接な連絡のもとに、水防団、消防団等（以

下、「水防団等」という。）への出動指令（水防法第 10条の７）、他の水防管理者等の応援

要請（同法第 16 条）、決壊の通報（同法第 18 条）、避難所立退の指示（同法第 22 条）等

の業務を実施） 

 （３）水防管理団体は、所轄水防団等の活動状況を常に把握し、的確な連絡体制をとるものと

する。 

 （４）水防管理団体が設置する水防組織の事務分掌、設置基準、非常配備体制等は、県水防本

部の基準等を参考に適宜定め、水防計画書に明記しておくものとする。 

３ 水防活動 

 （１）監視、警戒活動 

    水防管理者は、水防警報等の通知を受けたときは、直ちに各河川の水防受持区域の水防

分団長（消防団分団長）に対し、その通報を通知し、必要団員を火炎及び水門、樋門等の

水防本部 

  

地方水防本部 

  

水防管理団体 

  

水防団等 

国土交通省 

県 

水防管理団体 

会津坂下町 
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巡視を行うように指示するものとする。また、異常を発見した場合には、直ちに所轄建設

事務所長に報告する。 

 （２）水防活動の実施 

    管理者は、監視及び警戒により水防活動が必要と認められた場合には、水防活動を実施

する。また、水防活動内容を直ちに所轄建設事務所長に報告する。  

 

第２ 土砂災害応急対策 

 １ 土砂災害・斜面災害応急対策 

 （１）応急対策の実施 

   ア 町は、土砂災害等の被害拡大や二次災害を防止するため、県並びに関係機関と迅速か

つ的確な情報の共有化を図り、応急対策を実施する。 

   イ 町は、住民等から土砂災害等の通報を受けた時及びパトロール等により土砂災害等を

確認した時は、県及び関係機関へ連絡する。 

     また、住民に被害が及ぶおそれがある場合は、住民に対する避難のための勧告、指示

及び避難誘導等を実施する。 

   ウ 住民は、土砂災害やその前兆現象、また、治山・砂防施設の被災等（以下「土砂災害

等」という。）を確認した時は、遅滞なく町長、警察官等へ連絡する。 

 （２）要配慮者に対する配慮 

    町は、土砂災害等により、主として要配慮者が利用する施設に被害が及ぶおそれがある

場合は、消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に、迅速かつ的確

な避難情報等を伝達し、避難支援活動を行う。 

 （３）土砂災害等の調査 

   ア 国、県（河川港湾総室）並びに町は、土砂災害等の被災状況を把握するため、速やか

に被災概要調査を行い、被害拡大の可能性について確認する。 

     被害拡大の可能性が高い場合は、関係機関等へ連絡するとともに、巡回パトロールや

監視員の配置等により状況の推移を監視し、応急対策の実施を検討する。 

     被害拡大の可能性が低い場合は、被災詳細調査を行うとともに、応急対策工事の実施

を検討する。 

   イ 町は、土砂災害緊急情報、被害概要調査結果及び状況の推移を関係住民等に連絡する。 

 （４）応急対策工事の実施 

    国、県（河川港湾総室）並びに町は、被災詳細調査の結果から、被害拡大防止に重点を

置いた応急対策工事を適切な工法により実施する。 

    ワイヤーセンサーや伸縮計などの感知器とそれに連動する警報器の設置や、監視員等の

設置により、異状時に関係住民へ通報するシステムについても検討する。 

 （５）避難勧告・指示等の実施 

    町は、土砂災害緊急情報や被災概要調査の結果により、二次災害等被害拡大の可能性が

高いと考えられるときは、関係住民にその調査概要を報告するとともに避難のための勧告、

指示及び避難誘導等を実施する。 
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    また、異常時における臨機の措置に備えるため、職員の配置や伝達体制等、必要な警戒

避難体制を構築する。 

 ２ 土砂災害緊急情報 

 （１）土砂災害緊急情報 

    国、県（河川港湾総室）は、重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らか

にするために必要な調査（以下「緊急調査」という。）を実施した場合、得られた結果を、

避難のための立退きの勧告又は指示の判断に資するため土砂災害緊急情報を市町村に通知

する。 

 （２）市町村の情報の伝達について 

    町は、国、県からの土砂災害緊急情報及び県と福島地方気象台からの土砂災害警戒情報

に基づき、住民への避難勧告等発令の時期を判断し、迅速かつ的確に伝達する。 

    また、住民は、市町村が伝達する避難情報やその他機関が配信する気象・防災情報に十

分注意を払い、町や近隣住民と連絡を密にするなどして自ら災害に備えるとともに、自発

的な防災活動に参加する等、防災に寄与するよう努める。 

 （３）土砂災害緊急情報の伝達フロー 

   ア 国が緊急調査を行う場合 

     河道閉塞を原因とする土石流及び湛水の場合、国が行う。 

 

                                     避難勧告等 

 

 

 

   イ 県が緊急調査を行う場合 

     地すべりの場合、県が行う。 

 

                             避難勧告等 

 

 （４）調査結果の通知 

   ア 国は、河道閉塞を原因とする土石流や湛水によって重大な土砂災害が発生する恐れが

ある場合に実施した緊急調査の結果を県、市町村に通知する。 

     また、土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変化したと認めると

きについても、この結果を県、市町村に通知する。 

   イ 県（河川港湾総室）は、地すべりによって重大な土砂災害が発生する恐れがある場合

に実施した緊急調査の結果を市町村に通知する。 

     また、土砂災害が想定される土地の区域若しくは時期が明らかに変わったと認める時

についても、この結果を市町村に通知する。 

 

 

東北地方整備局 

北陸地方整備局 町 住民 

県 

県 町 住民 
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第８節 救急・救助 

（総務課、生活課、教育課） 

 災害発生時おいて、生命・身体の安全を守ることは、最優先されるべき課題であり、人員、資

機材等を優先的に投入して、救助活動を実施する。 

 町は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防災関係者の協力を得ながら、救助・救急

活動を行うが、早期救出が生死を分けることになることから、住民及び自主防災組織においても

自発的に救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する防災関係機関に協力するこ

とが求められる。 

 

第１ 自主防災組織、事業所等による救助活動 

 １ 自主防災組織、事業所の防災組織及び町民は、次により自主的な救助活動を行うものとす

る。 

 （１）組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。 

 （２）救助活動用資機材を活用し、組織的救助活動に努める。 

 （３）救助活動が困難な場合は、消防機関又は、警察等に連絡し、早期救助を図る。 

 （４）救助活動を行うときは、可能な限り町、消防機関、警察等と連絡を取り、その指導を受

けるものとする。 

 

第２ 町（消防機関を含む）による救助活動 

 １ 災害により救出を要する事態が発生した場合町は、消防機関との協力により救助活動を行

うとともに、地元警察署、自主防災組織及び事業所等関係機関と連絡を密にしながら救助作

業を実施する。 

   なお、その状況については逐次、県に報告する。 

 ２ 被災者の救助活動が被害甚大等のため町及び消防機関等による救出が困難な場合は、県に

対し救助活動の実施を要請し、知事に自衛隊の災害派遣を要請するとともに、隣接協定及び

「福島県広域消防相互応援協定」による派遣要請を行うものとする。また必要に応じて、町

長は、県（生活環境部）を通じて消防庁長官に対して緊急消防援助隊及びヘリコプター等の

応援を要請するものとする。 

 （１）応援を必要とする理由 

 （２）応援を必要とする人員・資機材等 

 （３）応援を必要とする場所 

 （４）応援を希望する時期 

 （５）その他周囲の状況等応援に関する必要事項 

 ３ 町は、町内で予想される災害特に水害、土砂災害､建物等の倒壊による被災者等に対する救

助活動に備え、平常時から次の措置を行うものとする。 

 （１）救助に必要な車両、舟艇、資機材その他機械器具の所在及び調達方法の把握並びに関係

機関団体との協力体制の確立 

 （２）大雨による土砂崩れ等により孤立化が予想される地域について、孤立者の救助方法、当
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該地域との情報伝達手段の確保、救助にあたる関係機関等との相互情報連絡体制等の確立 

 

第３ 救助 

 １ 救出の対象者 

   救出の対象となる者は、災害のため現に生命が危険な状態にあり、救助を要する状態にお

かれている者をいう。 

 ２ 救助の方法 

 （１）会津坂下町消防団を７班に区分し、救出班を第１班から第７班に編成する。災害による

救出を必要とする事態が生じたときは、直ちに警察機関に連絡するとともに、直ちに救出

に当たりその状況を県に報告する。 

 （２）救出現場には、必要に応じて救出現地本部を設置し、各関係との連絡、被災者の収容状

況その他の情報収集を行う。 

 （３）救出隊の数及び人員は、災害の態様に応じて町長等が指示する。 

 （４）救出作業に特殊機械又は特殊技能者を必要とする場合は、被災地の状況、被害の規模に

応じて、知事に対し消防防災及び自衛隊ヘリコプター等の出動を要請するほか、町内土木

建設業者等に応援を要請して救出活動に万全を期するものとする。 

 （５）救出現場には、負傷者に応急手当を行うため、必要に応じて医療救護班の出動を求める。 

 （６）被災者救出後は、防災機関は速やかに医療機関へ搬送するものとする。 

 （７）消防機関は、医療救護班の協力を得て医療機関の確保に努め、救急活動の円滑な実施を

図る。 

 ３ 救出期間 

   災害発生の日から３日以内（４日以後は死体の捜査として扱う）に完了するものとする。

ただし、特に必要があると認められる場合にはこの限りではない。 

 

 

第９節 自衛隊災害派遣要請 

（総務課） 

 町長は、災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、応急措置を実

施するため必要があると認めるときは、知事（県民安全総室）に対して、自衛隊災害派遣要請を

するものとする。 

 

第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 

 １ 災害派遣要請基準 

   災害が発生した場合、人命及び財産を災害から保護するため、自衛隊派遣要請を知事に対

し要求するものとする。 

 ２ 災害派遣要請の範囲 

   自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は、災害時における人命又は財産の保護のため必要が

あり、かつ、緊急性、公共性があるもので、他の機関の応援等により対処できない場合とし、
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概ね次による。 

   なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策基

本法に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

 （１）被害状況の把握 

 （２）避難の援助 

 （３）遭難者等の捜索救助 

 （４）水防活動 

 （５）消防活動 

 （６）道路又は水路の啓開 

 （７）応急医療、救護又は防疫 

 （８）人員及び物資の緊急輸送 

 （９）炊飯及び給水 

 （10）物資の無償貸与及び譲与（防衛省所管に属する物品の無償貸与及び譲与労に関する総理

府令第 13、14 条） 

 （11）危険物の保安及び除去（火薬類、爆発物の保安措置及び除去） 

 （12）予防派遣（災害に際し被害が客観的に推定され、かつ急迫している場合でやむを得ない

と認められる場合。） 

   【具体的例】 

   ア 孤立集落の発生、長時間の交通の途絶、雪崩による住家倒壊のおそれなど大規模な雪

害が発生するおそれが大きく、他の機関の応援によって対処ができない場合。 

   イ 風水害により大量に発生した風倒木を放置した場合、河川等への流出による地域住民

の人命に係る２次災害の発生が予測され、他の機関の応援だけでは対処ができない場合。 

 （13）その他 

    知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものについて関係部隊の長と協議して決

定する。 

 

第２ 災害派遣要請の要求 

 １ 災害派遣要請の要求 

   町長は、町内において災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要と認めるときは、知事に対して、自衛隊災害派遣の要請をするよ

う求めることができる。 

 ２ 災害派遣要請の要求要領 

   町長が知事に対して災害派遣要請を要求しようとするときは、原則として、会津地方振興

局長を経由して、知事（県民安全総室）へ要求するものとする。ただし、緊急を要し、文書

をもってするいとまがない場合には電話等により直接知事（県民安全総室）に要求し、事後、

文書を送達するものとする。この場合、速やかに会津地方振興局長に連絡するものとする。 

 （１）提出先   県生活環境部県民安全総室 

 （２）提出部数  ２部 
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 （３）記載事項 

   ア 災害の状況及び派遣を要請する事由 

   イ 派遣を必要とする期間 

   ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 

   エ その他参考となるべき事項 

 ３ 町長不在時の対応 

   災害派遣要請等を判断する町長が不在時の非常時においては、副町長が決定し、それも困

難な場合には教育長を第２順位、総務課長を第３順位とする。 

 ４ 災害派遣活動の内容 

 （１）活動内容は、人命又は財産保護のための諸活動、土木作業、航空機車両による救援、救

助、輸送及び無線機による通信支援等である。 

 ５ 郡山駐屯部隊 

   特科連隊を有し、機械力による大規模な土木作業車両による土砂運搬作業、人員輸送作業、

舟艇による人員、車両輸送、組立橋梁による架橋作業、軽無線機による通信支援、関係部隊

の航空機による救援作業などである。 

 ６ 災害派遣担当部隊 

   郡山駐屯部隊第６特科連隊第３科 

   担当者：第６特科連隊第３科長 

   所在地：郡山市大槻町字長右エ門林１  

       （電話 郡山 024－951－0225 内線 235） 

       （県総合情報通信ネットワーク 811-380-01） 

   時間外：郡山駐屯地当直司令 内線 302 

       （県総合情報通信ネットワーク 811-380-02） 

 

第３ 自衛隊の自主派遣 

  町長が通常の派遣要求ができない場合は、当該市町村を災害派遣隊区とする部隊長に対して

災害の状況を通知することができるものとする。この場合、町長は、速やかにその旨を知事に

通知する。 

  また、通知を受けた部隊長は、特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと認められ

るときは人命又は財産の保護のため、部隊等を派遣するものとするとともに、その旨を通知す

る。なお、要請を待たずに部隊等を派遣した後に、知事から要請があった場合には、その時点

から当該要請に基づく救援活動を実施するものとする。 

  災害派遣隊区担当部隊長が要請を待たないで災害派遣を行う場合、その判断の基準とすべき

事項については、次に掲げるとおりとする。 

 １ 災害に際し、関係機関に対し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られること。 

 ２ 災害に際し、知事が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合

に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められていること。 
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 ３ 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こと。 

 ４ その他災害に際し、上記に準じ、特に緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがないと

認められること。 

 

第４ 災害派遣部隊の受入れ体制 

  町長、警察、消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進入及び災害措置を行うための補

償問題等発生の際の相互協力、必要な現地資材等の使用等に関して緊急に連絡協力するものと

する。 

 １ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

   知事及び町長は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう最

も効率的に作業を分担するよう配慮するものとする。 

 ２ 作業計画及び資機材等の準備 

   知事及び町長は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、次の事項について

できるだけ先行性のある計画を樹立するとともに、諸作業に関係ある管理者の了解を取り付

けるよう配慮するものとする。 

   また、自衛隊の活動が円滑にできるように常に関係情報を収集し、作業実施に必要とする

十分な資料（災害地の地図等）を準備するとともに、作業区ごとに責任ある連絡員をあらか

じめ定めておくものとする。 

 （１）作業箇所及び作業内容 

 （２）作業優先順位 

 （３）作業に要する資材の種類別保管（調達）場所 

 （４）部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

 ３ 自衛隊との連絡体制の確立 

   町長は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置がとれるよう、連絡交渉の窓口を明確に

し、役場又は災害現場に連絡所を設置するものとする。 

 ４ 派遣部隊の受入れ 

   知事は、自衛隊派遣を決定したときは、部隊到着後の作業能力が十分発揮できるよう、町

長及び関係出先機関の長と協議の上、次の事項について自衛隊受け入れの体制を整備するも

のとする。 

 （１）本部事務室 

    現地における派遣部隊の本部は、原則として町役場又は町と自衛隊共同の連絡所と同一

の場所に設置し、相互に緊密な連絡を図るものとする。 

 （２）宿舎 

 （３）材料置場、炊事場（野外の適当な広さ） 

 （４）駐車場（車一台の基準は３ｍ×８ｍ） 

 （５）臨時ヘリポート（１機当たりに必要な広さは、観測用ヘリで３０ｍ×３０ｍ、多用途ヘ

リで５０ｍ×５０ｍ、輸送ヘリで１００ｍ×１００ｍ並びにヘリポート周辺に仰角６０度



第２編 一般災害対策編 第２章 災害応急対策計画 

－ 99 － 

以上の工作物等がないこと。） 

 

第５ 経費の負担区分 

  派遣に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。ただし、その区分を定めがたいものに

ついては、県、町、部隊が相互調整の上、その都度決定する。 

 １ 県、町の負担 

   災害予防、災害応急対策、災害復旧等に必要な資材施設の借上料及び損料、消耗品、電気、

水道、汲取、通信費及びその他の経費 

 ２ 自衛隊の負担 

   部隊の露営、給食及び装備、器材、被服の整備、損耗、更新並びに災害地往復等の経費 

 

第６ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、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、町長等、警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることができる。こ

の場合において、当該措置を取ったときは直ちにその旨を町長に通知しなければならない。 

 １ 警戒区域の設定並びにそれに基づく立ち入り制限 

 ２ 他人の土地の一時使用等 

 ３ 現場の被災工作物等の撤去等 

 ４ 住民等を応急措置の業務に従事させること。 

  また、自衛隊法の規定により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、警告及び避難等の措置をとることができる。 

  なお、その際、自衛官の措置に伴う損失及び損害の補償については、町が行うものとする。 

 

第７ 派遣部隊の撤収 

  町長は、災害派遣の目的が達成された時は、会津地方振興局長を経由して知事に撤収を要請

する。この際次の事項について十分協議を行うものとする。 

 １ 町、自衛隊及び他の関係機関（警察、消防）との調整 

 ２ 行方不明者の捜索の場合、家族との調整 

 

 

第１０節 避難 

（総務課、生活課、教育課） 

 「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」

とする。 

 災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、適切な避難誘導

がおこなわれなければならない。 

 また、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等のいわゆる「要配慮者」が災害

において犠牲になるケースが多くなっている。 
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 こうした状況から、要配慮者への情報伝達、避難誘導、避難場所における生活等について、特

に配慮が求められている。 

 

第１ 避難の準備情報提供、勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指示 

  町長は、風水害による浸水、家屋の倒壊、山崩れ、地すべり等の災害から人命、身体の保護

又は、災害の拡大防止のため、必要があると認められるときは、あらかじめ定めた計画に基づ

き地域住民等に対して、避難の勧告又は指示を行う。 

 １ 避難の実施機関 

 （１）実施責任者及び基準 

    避難の勧告及び指示権者は次のとおりであるが、勧告、指示を行ったときは、あるいは

自主避難が行われたときは、関係機関は相互に連絡を行うものとする。 

    また、災害の発生があると予想される場合においては、人命の安全を確保するため、危

険の切迫する前に十分な余裕をもって、安全な場合へ住民を避難させる必要がある。なお、

災害の性質や発災時の状況によっては、屋外を移動して避難することによりかえって生命

または身体に危険が及ぶおよれがあることから、屋内での退避その他屋内における避難の

ための安全確保に関する措置を指示する必要がある。 

    このため、特に避難行動や情報面で支援を要する人が早期に避難や安全確保のための行

動を開始できるよう情報提供に努め、一般住民に対しても、早期に避難等を指示するとと

もに、避難の指示等が各住民に周知徹底するよう情報伝達の方法に十分配慮する。 

    町は、避難勧告等について、第１章第 10節第１で策定した避難勧告等の判断基準をもと

に、空振りをおそれず、早めに出すことを基本とし、避難が必要な状況が夜間・早朝とな

る場合には、避難準備情報の発令等を検討する。 

 事項 

区分 
実施責任者 措 置 実施の基準 

避 難 準

備 情 報

の提供 

町長 一般住民に対

する避難準備、

要配慮者等に

対する避難行

動の開始 

人的被害の発生する可能性が高まっ

た場合において、避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始する必要

があると認められるとき。 

避 難 の

勧告 

町長 

(災害対策基本法第 60 条) 

立ち退きの勧

告及び立ち退

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。 

知事 

(災害対策基本法第 60 条) 

立ち退きの勧

告及び立ち退

き先の指示 

災害の発生により、町がその全部又

は大部分の事務を行うことができな

くなったとき。 

避 難 の

指示等 

町長 

(災害対策基本法第 60 条) 

立ち退き及び

立ち退き先の

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。 

知事 

(災害対策基本法第 60 条) 

立ち退き及び

立ち退き先の

指示 

災害の発生により、町がその全部又

は大部分の事務を行うことができな

くなったとき。 
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 事項 

区分 
実施責任者 措 置 実施の基準 

知事及びその命を受けた職員

(地すべり等防止法第 25 条) 

立ち退きの指

示 

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。 

知事及びその命を受けた職員

又は水防管理者 

(水防法第 22 条) 

立ち退きの指

示 

洪水によるはん濫により著しい危険

が切迫していると認められるとき。 

警察官 

(災害対策基本法第 61 条) 

立ち退き及び

立ち退き先の

指示 

町長が避難のための立ち退きを指示

することができないと認められると

き。 

町長から要求があったとき。 

警察官 

(警察官職務執行法第４条) 

警告及び避難

等の措置 

重大な被害が切迫したと認めるとき

は、警告を発し、又は特に急を要す

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) 

警告及び避難

等の措置 

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。 

 （２）避難勧告等の要否を検討すべき情報 

   ア 洪水 

     洪水に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報としては、一般的に、大雨注意報・

警報（浸水害）、大雨特別警報（浸水害）、洪水注意報・警報、指定河川洪水予報、水位

到達情報があり、この他に府県気象情報、記録的短時間大雨情報がある。 

   イ 土砂災害 

     土砂災害が発生するかどうかは、土壌や斜面の勾配、植生等が関係するが、避難勧告

等発令の視点では、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを表す土

壌雨量指数等の長期降雨指標と 60 分間積算雨量等の短期降雨指標を組み合わせた基準

を用いている土砂災害警戒情報が判断の材料となる。 

     土砂災害に関する避難勧告等の要否を検討すべき情報としては、大雨注意報・警報（土

砂災害）、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、大雨特別警報（土砂災害）がある。 

   ウ その他 

     市町村で定める基準に達したとき 

 （３）指定行政機関等による助言 

    町は、避難勧告、指示または屋内での退避等の安全確保措置を指示しようとする場合、

指定行政機関、指定地方行政機関または県に対し助言を求めることができる。この場合、

助言を求められた指定行政機関、指定地方行政機関または県は、その所掌事務に関し必要

な助言を行う。 

    町は、各災害に関する避難勧告等を発令する場合に、主に助言を求める機関は以下のと
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おり。 

   ・水 害：福島地方気象台、河川管理者（県河川港湾総室、各建設事務所、阿賀川河川事務

所等） 

   ・土砂災害：福島地方気象台、砂防施設等の管理者（県河川港湾総室、各建設事務所等） 

 ２ 避難勧告及び指示の基準 

   避難勧告、指示を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

 （１）避難対象地域 

 （２）避難先 

 （３）避難経路 

 （４）避難勧告又は指示の理由 

 （５）その他必要な事項 

 ３ 避難措置の周知等 

   避難の勧告又は指示を行った者は、概ね次により必要な事項を通知するものとする。 

 （１）知事への報告 

    町長は、避難のための立ち退きを勧告・指示し、又は立ち退き先を指示したときは、次

の事項について速やかにその旨を知事に報告しなければならない。 

    また、住民が自主的に避難した場合も同様とする。 

   ア 避難勧告・指示、屋内での退避等の安全確保措置の指示の有無 

   イ 避難勧告・指示、屋内での退避等の安全確保措置の指示の発令時刻 

   ウ 避難対象地域 

   エ 避難場所及び避難経路 

   オ 避難責任者 

   カ 避難世帯数、人員 

   キ 経緯、状況、避難解除帰宅時刻等 

    避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、速やかにその旨を

知事に報告しなければならない。 

 （２）住民への周知 

    町は、自ら避難の勧告、指示及び屋内での退避等安全確保措置の指示を行った場合、あ

るいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、計画に基づき迅速に住民へ周知する。 

    なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。 

 

第２ 警戒区域の設定 

 １ 警戒区域の設定権者 

 （１）町長（災害対策基本法第６３条） 

 （２）警察官（災害対策基本法第６３条、警察官職務執行法第４条、消防法第２８条及び第 

３６条） 

 （３）消防吏員又は消防団員（消防法第３６条において準用する同法第２８条） 

 （４）災害派遣を命じられた部隊の自衛官（災害対策基本法第６３条（１）～（３）の者が現
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場にいない場合に限る。） 

 （５）知事（災害対策基本法第７３条 町がその全部又は大部分の事務を行うことができなく

なった場合。） 

 ２ 指定行政機関等による助言 

   町は、警戒区域を設定しようとする場合、指定行政機関、指定地方行政機関または県に

対し助言を求めることができる。この場合、助言を求められたときは、指定行政機関、指

定地方行政機関または県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。 

 ３ 警戒区域設定の時期及び内容 

   災害が発生し又は発生しようとしている場合において、生命又は身体に対する危険を防止

するために特に必要があると認めたときに、警戒区域を設定することとして、必要な区域を

定めてロープ等により警戒区域の表示をしておき、その区域への立ち入りの制限、禁止等の

措置をとるものとする。 

 ４ 警戒区域設定の周知 

   警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民にその内容

を周知し、避難等に支障のないように措置するものとする。 

 

第３ 避難の誘導 

 １ 実施機関 

   避難は、災害のため生命、身体の危険が予想され又は危険が迫った場合に行うものであり、

住民が自主的に避難するほか、災害応急対策の第１次的責任者である町長又は避難指示を発

した者がその措置に当たるものとする。 

 ２ 避難指示等の伝達 

   町は、防災行政無線と併せて広報車による伝達や、携帯電話への緊急速報メール、自主

防災組織等による声かけ等、あらゆる手段を用いて避難情報が迅速かつ的確に住民に伝達

できるよう体制を整備するとともに、住民に対して使用する伝達手段を周知する。 

 ３ 避難誘導の方法 

   避難誘導は、次の事項を留意して行うものとする。  

 （１）避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生のおそれのある

場所を避け、安全な経路を選定すること。この場合なるべく身体壮健者、その他適当な者

に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。 

 （２）危険な地点には標示やなわ張りを行うほか状況により誘導員を配置し安全を期すこと。 

 （３）高齢者や障がい者等の要配慮者については、適当な場所に集合させ、車両等による輸送

を行うこと。 

 （４）誘導中は事故防止に努める。 

 （５）避難誘導は収容先での救援物資の支給等を考慮し、できるかぎり町内会等の単位で行う 

   こと。 

 ４ 避難に対する誘導者 

   小中学校にあっては、各学校の教職員、各団体の職員が当たり、その他一般住民について
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は消防機関等の団員が当たる。 

 （１）社会福祉施設対策 

    社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画に基づき職員が入所者を避難場所に

誘導するとともに、他の施設及び近隣住民等の協力を得て入所者の避難誘導を行う。 

    また、避難誘導に当たっては、入所者の実態に即した避難用の器具等を用いる。さらに

老人デイサービスセンター等の利用施設においても配慮を要する。 

 （２）在宅者対策 

    町は、地域住民、消防機関及び自主防災組織の協力を得て、避難場所に誘導する。誘導

に当たっては、要配慮者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

 （３）病院入院患者等対策 

    病院、診療所等施設の管理者は、消防計画による組織体制に基づき職員が患者を避難誘

導する。 

    必要に応じて、他の病院、診療所等から応援を得て患者を避難誘導する。誘導に当たっ

ては、医療、救護設備が整備された病院等とする。 

 （４）観光客及び外国人に対する対策 

    町は、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、観光客及び外国人を避難誘導させる

ものとする。 

 

第４ 避難行動要支援者等対策 

 １ 情報伝達体制 

 （１）社会福祉施設対策 

    社会福祉施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画に基づき職員及び入所者に対し、避

難等の情報伝達を行う。 

 （２）在宅者対策 

    町は、直接、有線電話あるいは防災行政無線等を活用するとともに、民生（児童）委員、

地域住民、自主防災組織の協力を得て、避難行動要支援者及びその家族に対して避難等の

情報伝達を行う。 

    なお、情報伝達にあたって聴覚障がい者については音声以外の方法を活用するよう配慮

する。 

 （３）病院入院患者等対策 

    病院、診療所等施設管理者は、あらかじめ定めた避難計画に基づき職員及び患者等に対

し、避難等の情報伝達を行う。 

    なお、情報伝達に当たっては、患者に対しては、過度に不安感を抱かせることのないよ

う配慮する。 

 （４）外国人に対する対策 

    町は、ラジオ、テレビ等マスメディア等を通じ多言語で避難等の情報伝達に努めるもの

とする。 

 ２ 避難及び避難誘導 
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 （１）社会福祉施設対策 

    社会福祉施設管理者は、あらかじめ定められた避難計画等に基づき職員が入所者を避難

所に誘導するとともに、他の施設及び近隣住民等の協力を得て入所者の避難誘導を行う。 

    また、避難誘導に当たっては、入所者の実態に即した避難用器具等を用いる。 

    さらに、老人デイサービスセンター等の利用施設においても配慮を要す。 

 （２）在宅者対策 

    町は、消防機関、民生（児童）委員及び自主防災組織の協力を得て、避難所に誘導する。

避難誘導に当たっては、避難行動要支援者の実態に即した避難用の器具等を用いる。 

 （３）病院入院患者等対策 

    病院、診療所等施設の管理者は、消防計画による組織体制に基づき職員が患者を避難誘

導する。 

    必要に応じて、他の病院、診療所等から応援を得て患者を避難誘導する。 

    避難誘導に当たっては、患者の実態に即した避難用の器具等を用い、また避難所として

は、医療・救護設備が整備された病院とする。 

 （４）外国人に対する対策 

    町は、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て、外国人を避難誘導する。 

 ３ 避難行動要支援者の避難支援 

   避難行動要支援者の生命または身体を保護するため、災害発生時には、避難支援等関係者

が、あらかじめ町から提供された災害時要援護者名簿を基に避難支援等を行うとともに、町

は平時からの情報提供について同意していない避難行動要支援者についての情報も、避難支

援等関係者その他の者に提供し、避難支援等の協力を要請する。 

 （１）避難支援等関係者等の対応原則 

    避難支援等関係者はあらかじめ町から提供されている災害時要援護者名簿に基づき避難

行動要支援者の避難支援等を行うが、避難支援等の実施に当たっては、避難支援等関係者

本人または家族等の生命または身体の安全を守ることを前提とした上で、できる範囲で行

うものとする。 

 （２）避難支援等関係者等の安全確保措置 

    町は、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に対して、避難の必要性や災害時要援護

者名簿の活用等について説明するとともに、避難支援等を行う避難支援等関係者の安全確

保のための措置をとる。 

 

第５ 避難順位及び携行品の制限 

 １ 避難順位 

    要配慮者を含め、避難の順位は、おおむね次の順序によるものとする。 

   ア 傷病者 

   イ 高齢者等要配慮者 

   ウ 歩行困難な者 

   エ 幼児 
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   オ 学童 

   カ 女性 

   キ 上記以外の一般住民 

   ク 災害応急対策従事者 

   ケ ペット 

 

       

 

 

 

 

                                                                           

                                                                          

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                   (避難命令) 

                                                                          

                                                       

                                                 

                                                         

                                        

 

 

 

 ２ 携帯品の制限 

   避難に当たっては、３日分程度の飲料水及び食料、貴重品（現金、預金通帳、印鑑、有価

証券）、下着類１組、雨具又は防寒具、最小限の日用品、（その他病人及び乳児の場合は、医

薬品、衛生材料、乳製品等、小中学校の場合は教科書、最小限の文房具及び通学用品）等危

険の切迫の状況にもよるが、できるだけ最小限のものとする。 

 ３ 避難道路の通行確保 

   警察官及び消防職員等避難措置の実施者は、迅速かつ安全に避難できるよう自動車の規制、
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荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、避難道路の通行を確保

に努める。 

 ４ 車両の立ち往生への対応 

   豪雪の際、国道を中心に車両の立ち往生が発生したことから、道路管理者、町等は、迅速

な道路情報の提供に努めるとともに、運転者等のための避難所を必要に応じて設置するもの

とし、道路状況により立ち往生車両に運転者等が残された場合には食料の提供などを行うも

のとする。 

 

第６ 広域的な避難対策 

 １ 県への要請 

   町は、大規模災害により広域避難を余儀なくされ場合は、県に対し受入先確保の要請を行

う。 

   その際は、避難経路や避難者数の見込み等の情報を提供する。 

 ２ 町が被災した場合の役割 

   町が被災し、広域避難を余儀なくされた場合には、町全域及び同一地域コミュニティ単位

で避難所に入所できるよう、住民に対して避難先の割り当てを周知するとともに、避難する

ための手段を持たない被災者の為に県と協力して輸送手段を調達する。 

   また、開設した避難所には可能な限り職員を配置し、避難者の状況把握に努める。 

 ３ 町が受入れる場合の役割 

   広域避難を受け入れる場合には、避難所の開設や被災市町村と協力して避難所の運営を行

う。 

 

第７ 安否情報の提供等 

 １ 照会による安否情報の提供 

   町は、災害が発生した場合において、被災者の安否に関する情報について照会があったと

きは、回答することができる。その際は、当該安否情報に係る被災者または第三者の権利利

益を不当に侵害することがないよう配慮する。 

 （１）安否情報照会に必要な要件 

   ア 被災者の氏名、住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地）その他照会者を特定するために必要な事項 

   イ 被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

   ウ 照会をする理由 

   エ アに係る運転免許証等法律またはこれに基づく命令の規定により交付された本人確認

書類の提示または提出 

 （２）提供する安否情報 

   ア 被災者の同居の親族である場合、被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況または連絡 

    先 

   イ 被災者の親族（ア以外）または職場の関係者その他であると認められる者である場合、
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被災者について保有している安否情報の有無 

 ２ 被災者の同意または公益上必要と認める場合 

   町は、被災者が照会に際してその提供について同意をしている安否情報については、同意

の範囲内で提供することができる。 

   また、公益上特に必要があると認めるときは、必要と認める限度において、被災者に係る

安否情報を提供することができる。 

 

 

第１１節 避難所の設置・運営 

（総務課、生活課、社会福祉協議会） 

 避難所は、災害のために現に被害を受け、または受ける恐れがある者で、避難しなければなら

ない者を一時的に学校、コミュニティセンター、健康管理センターその他既存の建物または応急

仮設物等に受入保護することを目的とする。 

 

第１ 避難所の設置 

 １ 実施機関 

 （１）避難所の設置は、町長が実施するものとする。 

 （２）町が壊滅的な被害が発生し、避難所の設置が不可能な場合は、近隣市町村、県、国その

他関係機関の応援を求めて実施するものとする。 

 （３）大規模災害などで町内で開設する避難所だけでは避難者を収容できず市町村間を越える

避難が必要となった場合、町は相互応援協定等により受入先となる市町村に避難所の開設

を要請する。 

 ２ 町長は、地域防災計画であらかじめ避難所（資料１７）を定めておくとともに、避難所用

消耗品調達先、器物借上先等を消耗器材調達先帳簿により把握しておき、災害が発生し、避

難所を設置した場合は、速やかに被災者にその場所を周知し、収容すべき者を誘導し、保護

にあたる。 

 （１）避難所の開設 

    町長は、地域防災計画に基づき、また、災害の態様に配慮し、安全適切な場所を選定し

て避難所を開設する。 

    また、避難所を設置した場合は、原則として各避難所に町職員等を維持、管理のための

責任者として配置し、避難所の運営を行うものとする。その責任者は、その都度災害対策

本部長が指名する。 

    さらに、避難所に係る情報の把握に努めるとともに、開設報告及びその収容状況を毎日

災害対策本部長（町長）に報告し、必要帳簿類を整理するものとする。その報告を受け、

本部長（町長）は県に報告する。 

   ア 開設報告事項 

   （ア）避難所開設の日時及び場所 

   （イ）箇所数及び収容人員 
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   （ウ）開設期間の見込み 

   イ 整備帳簿類 

   （ア）避難所設置及び収容状況（資料１９） 

   （イ）避難所収容者名簿（資料２０） 

   （ウ）避難所収容台帳（資料２１） 

   （エ）避難所用物品受払簿（資料２２） 

   （オ）避難所開設用施設及び器物借用簿（資料２３） 

   （カ）避難所設置に要した支払証拠書類及び物品払証拠書類 

 （２）避難所の周知 

    町長は、避難所を開設した場合、速やかに地域住民や観光客、他自治体からの避難者に

周知するとともに、県はじめ県警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

 （３）避難所における措置 

    避難所における町長の実施する救援措置は、概ね次のとおりとする。 

   ア 被災者の収容 

   イ 被災者に対する給水、給食措置 

   ウ 負傷者に対する医療救護措置 

   エ 被災者に対する生活必需物資の供給措置 

   オ 被災者への情報提供（必要に応じて、避難所にラジオ、テレビ等の災害情報を入手す

る機器及び電話、ファクシミリ等の通信機器の設置を図る。） 

   カ その他被災状況に応じた応援救援措置 

    なお、避難の長期化に際しては、避難所における生活環境整備、さらに必要に応じ、プ

ライバシーの確保等に配慮するものとする。 

 （４）その他の施設の利用 

    町長は、あらかじめ指定した避難所で不足する場合は、県を経由して内閣府と協議の上、

公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借上げ等により避難所を開設するものとする。 

 

第２ 避難所の運営 

 １ 避難所運営の主体 

 （１）避難所には、町災害対策本部等との連絡調整や避難者への情報提供を行うために必要

な連絡手段を備え、避難所等の運営管理を行う町職員を派遣する。また、避難所の安全の

確保と秩序の維持のため、必要により警察官を配置する。 

 （２）町長は、地域づくり協議会、行政区長会、婦人消防協力隊、ボランティア等の協力を得

て避難所の運営を行う。なお、学校が避難所となった場合には、災害発生の初期の段階な

ど必要に応じ、明確な任務分担のもとに教職員等の人的支援体制を確立し、避難所の運営

を行う。 

 （３）地域づくり協議会、行政区長会、婦人会、婦人消防協力隊、ボランティア等は、避難所

の運営に関して町に協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により秩序あ

る避難生活を送るよう努める。 
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 （４）避難所においては、被災者が自主的、自発的に避難所の運営組織を立ち上げ、避難所生

活のルール作りや生活環境を向上するための活動を行えるよう、町や施設管理者が支援を

行う。自主運営組織を立ち上げる際は、女性の参画を求めるとともに、若年、高齢者等の

意見を反映できるものとする。 

 （５）避難所は、地域の防災拠点としての性格も併せて持つことから、避難していないが、ラ

イフラインの支障などにより物資の確保が困難な被災者への物資の配布拠点となることも

考慮して町は避難所の運営を行う。 

 （６）町は避難所の運営状況について、県と連絡調整を密に行い、避難所運営の優良事例等の

情報を収集し、避難所運営の改善に努める。 

 ２ 住民の避難先の情報把握 

   町は、大規模災害発生後に広域的に避難した住民の所在と安否を確認するとともに、支援

制度の案内などを確実に伝達するため、避難先を把握する体制を早期に整備する。 

 ３ 避難所での生活が長期化する場合の対策 

 （１）設備の整備 

    町は、必要に応じて、次の設備や備品を整備し、被災者に対するプライバシーの確保、

暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保等、生活環境の改善対策を順次講じる。 

   ア 畳、マット、カーペット、簡易ベッド 

   イ 間仕切り用パーティション 

   ウ 冷暖房機器 

   エ 洗濯機・乾燥機 

   オ 仮設風呂・シャワー 

   カ 仮設トイレ 

   キ テレビ・ラジオ 

   ク 簡易台所、調理用品 

   ケ その他必要な設備・備品 

 （２）環境の整備 

    避難の長期化に伴うニーズに対応し、プライバシーが確保された女性専用ルームや相談

ルーム、また避難者同士の交流場所となる談話室や児童生徒の学習場所などを設置するな

ど、避難者の人権に配慮した環境づくりに努める。 

 ４ 要配慮者対策 

 （１）避難所のユニバーサルデザイン化等 

    障がい者や高齢者、女性等の生活面での障害が除去され、ユニバーサルデザインへの

配慮がなされていない施設を避難所とした場合には、誰もが利用しやすいよう速やかに多

目的トイレ、スロープ等の設置に努める。 

    また、一般の避難所に、高齢者、乳幼児、障がい者等の要配慮者が避難することになっ

た場合には、介助や援助を行うことができる部屋を別に設けるなど、要配慮者の尊厳が尊

重される環境の整備に努める。 

 （２）医療・救護、介護・援護措置 
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    町は、医療・救護を必要とする者に対して、医療・救護活動のできる避難所に避難させ

るものとする。 

    また、介護や援護を必要とする者に対して、個人・団体のボランティアに介護や援護を

依頼するとともに、避難所にヘルパーを派遣するものとする。 

 （３）メンタルヘルスケアの実施 

    町は、県及び関係機関等の協力を得ながら、避難所で生活する児童や高齢者等の要配慮

者に対した、保健師等による巡回健康相談及び指導、精神科医等によりメンタルヘルスケ

ア（相談）を行うものとする。 

 （４）栄養・食生活支援の実施 

    町の管理栄養士等は、妊産婦、乳幼児、虚弱高齢者、歯科的な問題を抱えた者、糖尿病

や食物アレルギー等で食事療法が必要な者等について、栄養相談を実施し、併せて特別用

途食品の手配や調理方法等に関する相談を行うものとする。 

    また、避難の長期化等を考慮して、必要に応じ県や関係団体等と連携して栄養管理に配

慮した食品の提供及び給食、炊き出し等を実施するものとする。 

 ５ 指定避難所以外の被災者への支援 

 （１）在宅被災者への支援 

    町は、避難所に避難している被災者だけでなく、在宅の被災者に対しても、避難所に

おいて食料や生活必需品、情報の提供を行う。 

 （２）指定避難所以外の施設に避難した場合の支援 

    町は、関係機関等との連携、連絡先の広報等を通じるなどの方法を講じ、指定避難所以

外の施設等に避難した被災者の避難状況を速やかに把握し、食料・飲料水、生活必需品等

を供給するとともに、施設管理者の了承が得られれば避難所として追加指定する。 

    なお、災害対策活動の拠点となる施設（町施設等）に避難した者については、各種の支

援措置の円滑化を確保する観点からも、指定避難所に移転するよう求めることが必要であ

る。 

 

 

第１２節 医療（助産）救護 

（生活課） 

 大規模な災害発生時には、広域あるいは局地的に、医療（助産）救護を必要とする多数の傷病

者の発生が予想される。このため、被災地の住民に応急的に医療を施し、又は助産の処置を確保

してその保護を図るとともに、災害発生時における救急の初動態勢を確立し、関係医療機関、各

防災関連機関及び自主防災組織との密接な連携の下に一刻も速い医療救護活動を施す必要がある。 

 

第１ 医療機関の被災状況等の収集、把握 

  町は、医療（助産）救護体制の確立を図るとともに、医療機関の活動状況を町民にいち早く

提供するため、医療機関の被害状況等を速やかに収集・把握に努めるものとする。 
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第２ 医療（助産）救護活動 

 １ 医療救護班の編成 

   医療及び助産の実施は、「福島県災害救急医療マニュアル」に基づき、災害の状況に応じ、

速やかに医療救護班を編成するとともに、必要に応じ地区の医療機関の協力を得て、医療救

護班を編成し、救護活動を行う。 

   被害が甚大化し災害救助法が適用された後に医療（助産）救護の必要があると認めたとき

は、県に対し医療（助産）救護の要請を行うものとする。また、被災者となることで顕在化

する精神保健上の問題に対応するため、精神科救護所を設置し、メンタルヘルスケアを実施

するものとする。医療救護班の数及び分担区域については、災害の程度に応じて町長が決定

する。 

 （１）医療救護班の編成基準：医師１名・看護師１名・連絡員１名の３人体制（状況に応じ増

員する。） 

 ２ 医療救護班の活動 

 （１）診療（死体検索を含む） 

 （２）分娩の介助及びその前後の措置 

 （３）医療施設への搬送要否の決定 

 （４）応急処置、その他の治療及び施術 

 （５）薬剤又は治療材料の支給 

 （６）看護 

 （７）その他医療（助産）救護に必要な措置 

 ３ 血液確保体制の確立 

   県及び町は、災害時における血液の不足に備え、災害時の献血促進について町民への普及

啓発を図る。 

 ４ 救護所の設置 

   災害の規模、被災者等の状況により必要に応じて設置する。また、災害救助法が適用され

た後に、医療・救護の必要があると認められるとき、又は災害の程度により町の能力をもっ

てしては十分でないと認められるときは、県に対し協力を要請する。 

 ５ 医療実施状況の報告 

   医療救護班の編成出動及び実施状況並びに患者移送、病院等による医療実施状況を医療救

護班編成、活動記録簿に準じて報告事項発生の都度県に報告する。 

 ６ 整備帳簿類 

   整備する帳簿類は、資料３０～資料３８によるものとする。 

 ７ 傷病者搬送 

 （１）医療救護班の班長は、医療救護及び助産救護の処置を行った者のうち、さらに医療行為

を必要とする重傷の患者については、後方医療機関へ搬送する必要があるか否か判断する。 

 （２）県、町及びその他関係機関に搬送用車両の手配・配車を要請する。重傷者などの場合は

必要に応じて県（消防防災ヘリコプター、福島県ドクターヘリ）及び自衛隊に対しヘリコ

プターの手配を要請する。 
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 （３）重傷者等の後方医療機関への搬送は、原則として地元消防機関で実施する。ただし、消

防機関の救急車両が確保できない場合は、県、町及び医療救護班及び医療機関等で確保し

た車両により搬送する。この際、要請を受けた県、町及び医療救護班及び医療機関等は、

医療機関の被災情報や搬送経路など状況を踏まえ、収容先医療機関を確認のうえ搬送する。 

    また、道路の損壊等ないしは遠隔地への搬送の場合においては、県消防防災ヘリコプタ

ー、福島県ドクターヘリにより実施する。また必要に応じ自衛隊等に対し要請する。 

 ８ 医療スタッフ等の搬送 

   町は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班等の搬送に当たっては、搬送手

段の優先的な確保など特別な配慮を行う。 

 

第３ 助産 

  災害の発生によって助産の実施を要する場合は、医療救護班、助産機関等により助産の実施

に当たるものとし、災害救助法が適用された場合は、知事の委任のあった場合のほか、知事の

補助機関として助産の実施に当たるものとする。 

 １ 助産実施状況の報告 

   助産実施の都度、その状況を医療救護班の編成及び活動状況記録簿及び助産台帳に準じて

県に報告する。 

 ２ 整備帳簿類 

 （１）助産台帳（資料３９） 

 （２）助産関係支出証明書類 

 

第４ 災害時医薬品等備蓄供給体制の確立 

   町は、災害時の救護活動に必要な医薬品・衛生材料等について、「福島県災害時医薬品等備

蓄事業実施要綱」・「福島県災害時衛生材料等備蓄事業実施要綱」・「福島県災害時医薬品等供

給マニュアル」に基づき調達計画を策定し、実施要綱に従い要請する。 

 

第５ 人工透析の供給確保 

  町は、被災地内における人工透析医療機関の稼動状況等の情報を収集し、透析患者、患者団

体及び医療機関等へ提供するなど受療の確保に努める。 

 

 

第１３節 緊急輸送対策 

（総務課、生活課、建設課、産業課） 

 災害応急対策実施に必要な人員及び物資の輸送は、災害対策活動の根幹となるものである。 

 このため、緊急時における輸送路等を確保するとともに、車両等が円滑に調達できるようにし

ておくことが重要であり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の円滑な実施に特に配慮

して輸送活動を行うことが求められる。 
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第１ 輸送計画 

 １ 災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

 （１）被災者の避難（被災者の避難の副次的輸送を含む） 

 （２）医療、助産のための輸送 

 （３）被災者の救出のための輸送 

 （４）飲料水の供給のための輸送 

 （５）救済物資等の運搬のための輸送 

 （６）死体捜索のための輸送 

 （７）死体の処理（埋葬を除く）ための輸送 

 （８）応急的資材等の輸送 

 ２ 緊急輸送活動の対象 

 （１）第１段階 

   ア 救助・救急活動、医療活動の従事者、医療品等人命救助に要する人員、物資 

   イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

   ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保

安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及び物資 

 （２）第２段階 

    第１段階に加え、 

   ア 食料、水等生命の維持に必要な物資 

   イ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

   ウ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

 （３）第３段階 

    第２段階に加え、 

   ア 災害復旧に必要な人員及び物資 

   イ 生活必需品 

 ３ 輸送に当たっての配慮事項 

   輸送活動を行うに当たっては、次のような事項に配慮して行うものとする。 

 （１）人命の安全 

 （２）被害の拡大防止 

 （３）災害応急対策の円滑な実施 

 

第２ 緊急輸送路等の確保 

 １ 緊急輸送路の確保 

   各道路管理者は、応急対策を円滑に実施するため、「第２編一般災害対策編 第１章災害予

防計画 第９節緊急輸送路等の指定」により指定された第１次確保路線から開通作業を実施

し、交通の確保を図る。 
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   なお、地域によって第１次確保路線から確保することが困難な場合は、第２次確保路線以

下の路線から確保する。 

   また、被害の状況により指定路線の確保が困難な場合は、指定路線以外の道路を緊急輸送

路として確保する。 

 ２ 道路交通規制等 

   福島県公安委員会が、緊急通行車両以外の車両の通行禁止措置を行う必要があると判断し

たときは、道路管理者は、直ちに緊急通行車両の通行を確保するための区間を指定し、放置

車両や立ち往生車両等の移動等を行い、交通の確保を図る。 

 ３ 道路啓開等 

   道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確

保するため、緊急の必要があるときは、運転者等に対し、車両の移動等の命令を行うものと

する。運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行うものとす

る。 

 ４ 陸上搬送拠点の確保 

   町は、あらかじめ指定した広域陸上輸送拠点及び町物資受け入れ拠点の管理者の協力を得

ながら物資集積、荷さばき、保管のための輸送施設の確保を図る。 

 ５ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

   町は、災害時の航空輸送を円滑に行うため、ヘリコプター臨時離着陸場を確保するものと

する。なお、避難所と臨時離着陸場の二重の指定を避けること。 

 

第３ 車両等の確保及び調達 

 （１）確保体制 

    車両等の確保及び調達にあっては緊急を必要とするので迅速かつ的確にするとともに、

その配車については総務課長がこれに当たる。なお、必要な車両等の確保が困難なときは、

県と（社）福島県トラック協会との協定に基づき、県に対して緊急・救援輸送の調達・あ

っせんを要請する。 

 （２）防災関係機関の確保体制 

    防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行う。 

 

 

第１４節 警備活動及び交通規制措置 

（会津坂下警察署、総務課、建設課） 

 大規模災害の発生においては、様々な社会的混乱や道路交通を中心とした交通混乱が予想され

る。これに対し、町民の安全確保、各種犯罪の予防、取り締まり及び交通秩序等の活動が重要と

なる。 

 

第１ 警備体制 

 １ 職員の招集 
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   会津坂下警察署は、災害発生後速やかに、あらかじめ定められたところにより、職員を招

集・参集させ、災害警備体制の確立を図るものとする。 

 ２ 災害警備本部等の設置 

   会津坂下警察署は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、所要の規模の災

害警備本部等を設置するものとする。 

 ３ 広域援助隊の運用 

   会津坂下警察署は、被災状況の全体把握に努めるとともに、広域緊急援助隊（被災都道府

県警察本部の要請により出動し、被災情報、交通情報等の収集・伝達及び救出救助活動並び

に緊急輸送路の確保、緊急輸送車両の先導等の任務を行う部隊）の援助を必要と認めるとき

は、県警察本部を通して直ちに隣接（近接）都道府県警察本部等に対して援助の要求を行う

ものとする。 

 ２ 警備活動 

 （１）災害情報の収集 

    会津坂下警察署は、多様な手段により災害による被災状況等の情報収集確保に当たるも

のとする。 

 （２）救出援助活動 

    会津坂下警察署は、把握した被害状況に基づき、災害警備隊を迅速に被災地へ出動させ

るとともに、会津坂下消防署等の防災機関と連携して救出援助活動を行うものとする。 

 （３）避難誘導活動 

    避難誘導を行うに当たっては、緊急の場合を除き、町と緊密な連携の下、被災地域、災

害危険箇所等の現場状況を把握した上で安全な避難経路を選定し、避難誘導を実施するも

のとする。 

 （４）死体見分 

会津坂下警察署は、町と協力し、死体見分場所等を確保するとともに、医師等との連携

に配意し、迅速かつ的確な死体見分、身元の確認、遺族等への遺体の引き渡し等に努める

ものとする。 

 （５）二次災害防止措置 

会津坂下警察署は、二次災害の危険箇所を把握するため、住宅地域を中心に調査を実施

するとともに、把握した二次災害危険場所等について、町災害対策本部に伝達し、避難勧

告等の発令を促すなど二次災害の防止を図るものとする。 

 （６）社会秩序の維持 

会津坂下警察署は、被災地及びその周辺におけるパトロール等を強化するとともに、地

域の自主防犯組織等と連携するなどして、被災地の社会秩序の維持に努めるものとする。 

 （７）被災地のニーズに応じた情報伝達活動の実施 

会津坂下警察署は、被災者等のニーズを十分把握し、災害関連情報、避難の措置に関す

る情報、交通規制等警察措置に関する情報等の適切な伝達に努めるものとする。 

 （８）相談活動の実施 

会津坂下警察署は、町等と連携して、行方不明者相談所、消息確認電話相談窓口等の設
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置に努めるとともに、避難所への警察官の立ち寄り等による相談活動に努めるものとする。 

 （９）ボランティア活動の支援 

会津坂下警察署は、自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被

災地における各種犯罪・事故の未然防止と被災住民等の不安の除去等を目的として行われ

るボランティア活動が円滑に行われるよう必要な支援を行うものとする。 

 

第２ 交通規制措置 

 １ 被害状況の把握 

 （１）交通情報の収集 

   会津坂下警察署は、災害が発生した場合、または災害がまさに発生しようとする場合にお

いて、道路管理者と連携し、道路の破損状況等の交通情報の収集に努め、交通対策を迅速か

つ的確に推進するものとする。 

 ２ 被災地への流入抑制と交通規制の実施 

   会津坂下警察署は、被害の状況を把握、必要な交通規制を迅速かつ的確に実施し、被災地

域への車両の流入抑制を行うとともに、危険箇所の表示、迂回路の設定、交通情報の収集及

び提供、車両の使用自粛の広報等、危険防止及び混乱緩和のための措置を行うものとする。 

 （１）被災地区への流入抑制 

    災害が発生した場合、または災害がまさに発生しようとする場合、公安委員会は次によ

り、緊急交通路の確保を図るものとする。 

   ア 混乱防止と緊急交通路確保のため、被災地区等への流入抑制のための交通整理、交通

規制を実施する。 

   イ 流入抑制のための交通整理、交通規制については、隣接町村と連絡を取りながら広域

的に行うものとする。 

   ウ 高速自動車道については、被災地区を経由する車両を抑制するため、規制区域お

けるインターチェンジ等からの流入を制限するものとする。 

 （２）交通規制の方法 

   ア 標示の設置による規制 

     公安委員会は、災害が発生し又は発生しようとしている場所及びこれらの周辺の区域

又は区間の道路の入口やこれらと交差する道路との交差点付近に災害対策基本法施行規

則第５条に規定する「標示」を設置し、車両の運転手等に対し緊急交通路における交通

規制の内容を周知するものとする。 

   イ 現場の警察官の指示による規制 

     緊急を要するための標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うこと

が困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する警察官の現場における指示に

より規制を行うものとする。 

   ウ 迂回路対策 

     公安委員会は、幹線道路等の通行禁止を実施する場合は、必要の場合において、迂回

路を設定し、迂回誘導のための交通要点に警察官等を配置するものとする。 
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   エ 広報活動 

     公安委員会は、交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情報について、ドラ

イバーをはじめ居住者等に広く周知するものとする。 

 （３）緊急通行車両に係る確認手続 

   ア 確認の対象となる車両 

     災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応

急対策を実施するための車両（道路交通法第 39条第１項の緊急自動車を除く）。 

   イ 確認手続 

     知事又は、公安委員会（会津坂下警察署）は、車両の使用者の申し出により、当該車

両が令第 32 条の２第２号に掲げる緊急通行車両であることの確認を行い、緊急通行車両

と確認できたときは、災害対策基本法施行規則第６条に規定する標章及び証明書を交付

するものとする。交付を受けた標章については、当該車両の前面の見やすい箇所に表示

するものとし、証明書については、当該車両に備え付けるものとする。 

    ※ 「標章」の様式（災害対策基本法施行規則第６条  別記様式第３号） 

 （４）緊急通行車両の事前届出・確認手続 

   ア 公安委員会は、緊急通行車両等の需要数を事前に把握し、確認手続の省力化、効率化

を図るため、あらかじめ緊急通行車両等として使用されるものに該当するかどうかの審

査を「緊急通行車両の事前届出・確認手続要領」に基づき行うものとする。 

   イ 緊急通行車両の事前届出制度により、届出済証の交付を受けている車両については、

他に優先して令第 33 条第１項に定める確認を行うものとする。この場合においては、確

認のため必要な審査は省略するものとする。 

   ウ 公安委員会は、事前届出の申請についての処理、届出済証の交付を受けた者からの確

認申請があった場合の取扱い等について、知事と必要な調整を図るものとする。 

   エ 公安委員会は、緊急通行車両の事前届出・確認手続について、防災関係機関等に対し、

その趣旨、対象、申請要領等の周知徹底を図るものとする。 

 ３ 交通規制時の車両の運転者の義務 

   災害対策基本法の規定による、災害時における車両の運転者の義務は、次のとおりである。 

 （１）通行禁止等の措置が行われたときは、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止

区域又は区間以外の場所ヘ移動させること。なお、速やかな移動が困難な場合には、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。 

 （２）前記（１）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。 

 ４ 警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等 

   緊急通行車両の通行の確保のための警察官等による措置は、次のとおりである。 

 （１）警察官は、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があると認めるときは、当該車両その他の物件

の占有者、所有者、管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命

ずることができる。 
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 （２）前記（１）による措置を命ぜられた者が当該措置をとらないとき、又はその命令の相手

方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、

自らその措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためや

むを得ない限度において車両その他の物件を破損することができる。 

 （３）前記（１）及び（２）を警察官がその場にいない限り、災害派遣を命じられた部隊の自

衛官及び消防吏員の職務の執行について準用し、当該自衛官及び消防吏員は、自衛隊用及

び消防機関が使用する緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを

命じ、又は自ら当該措置をとることができる。 

 

 

第１５節 防疫及び保健衛生 

（生活課） 

 災害による被災者の病原体への抵抗力及び被災地の衛生環境の低下を防止するとともに避難所

あるいは仮設住宅等での生活における保健指導の実施、さらに災害によるストレス等に対する精

神保健指導を行い、被災者の健康の維持を図る。 

 

第１ 防疫活動 

 １ 防疫組織 

 （１）県に準じ災害防疫対策本部を設置し、又はこれに準じた防疫組織を設け、管内の防疫対

策の企画、推進に当たる。 

 （２）知事の指示に従い、感染症予防委員をおく。 

 ２ 予防教育及び広報活動 

   県の指導のもとに、パンフレット、リーフレット等により、あるいは衛生組織その他関係

団体を通じて住民に対する予防教育を徹底するとともに、報道機関を活用して広報活動を強

化する。その際特に社会不安の防止に留意する。 

 ３ 感染症予防委員 

   感染症予防委員は、各行政区の保健委員を充て防疫活動に従事できる体制をとるよう指導

する。  

 ４ 被害状況の把握 

   被害状況の把握には衛生班長が当たり、迅速かつ的確に把握するとともに、防疫薬剤等の

調達の参考に資するものとする。 

 ５ 報告 

 （１）被害状況の報告 

    警察、消防等の諸機関、地区の衛生組織その他の関係団体の緊密な協力を得て被害状況

を把握し、被害状況の概要、患者発生の有無、ねずみ族昆虫類駆除の地域指定の要否、災

害救助法適用の有無、その他参考となる事項を速やかに管轄保健福祉事務所長を経由して

知事あて報告する。 

 （２）防疫活動状況の報告 
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    災害防疫活動を実施したときは、防疫活動状況報告（昭和 45 年５月 10 日衛発第 302 号

公衆衛生局長通知様式(５)）に記載する事項を毎日知事へ報告する。 

 ６ 消毒の実施 

 （１）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「感染症新法」という。）

第 27 条及び第 29 条第２項の規定により、知事の指示に基づき、町が管内における道路、

溝きょ、公園等の公共の場所を中心に実施する。 

 （２）実施に当たっては、感染症新法施行規則に従い薬剤の所要量を算出し、速やかに手持量

を確認のうえ、不足分を入手し適宜の場所に配置する。 

 ７ ねずみ族昆虫等の駆除 

 （１）感染症新法第 28条第２項の規定により、知事の指示に基づき実施し、また、薬剤の所要

量を算出し、手持量を確認の上、不足分を入手し適宜の場所に配置する。 

 （２）家屋内においては、なるべく殺虫効果の高い薬剤を用い、戸外及び塵芥・汚物の堆積地

帯に対しては、殺虫・殺蛆効果のある殺虫剤を使用する。 

 ８ 生活の用に供される水の供給 

 （１）感染症新法第 31条第２項の規定により、知事の指示に基づき速やかに生活の用に供され

る水の供給を開始し、給水停止期間中継続する。 

 （２）生活の用に供される水の供給方法は、容器による搬送、濾水器による濾過給水等現地の

実情に応じ適切な方法によって行う。この際特に配水器の衛生的処理に留意する。 

 （３）生活に用に供される水の使用停止処分に至らない程度であっても、井戸、水道等におけ

る水の衛生的処理について指導を徹底する。 

 ８ 臨時の予防接種 

   予防接種法第６条の規定による知事の命令に基づき実施する。実施に当たっては、ワクチ

ンの確保など迅速に行い、時期を失しないよう措置する。 

 ９ 患者等に対する措置 

   感染症患者又は病原体保有者が発生したときは、法の規定により、県の指示を受け、速や

かに隔離収容の措置をとる。交通途絶等のため伝染病隔離病舎に収容することが困難な場合

は、なるべく近い被災地域内の適当な場所に臨時の隔離施設を設けて収容する。ただし、や

むを得ない理由によって隔離施設への収容措置をとることができない病原体保有者に対して

は、自宅隔離を行うこととする。 

 10 避難所の防疫指導等 

   避難所では、施設の設備が応急仮設的であり、多数の避難者を収容するため、衛生状態が

悪くなりがちで、感染症発生の原因となることが多いので、県防疫職員の指導のもとに防疫

活動を実施する。この際、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成させ、その協

力を得て指導を徹底する。 

 

第２ 栄養指導 

 １ 栄養指導班の編成 

   町は、災害の状況により栄養指導班を編成し、被災地に管理栄養士等を派遣したり、保健
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指導班と連携して避難所等を巡回し、被災者の栄養・食生活支援を行う。 

 ２ 栄養指導活動内容 

 （１）食事提供（炊き出し等）の栄養管理指導 

    町等が設置した炊き出し実施現場を巡回して炊き出し内容等の確認を行い、必要に応じ

て実施主体や給食業者等への提案、助言、調整等の栄養管理指導を行う。 

 （２）巡回栄養相談の実施 

    避難所等を巡回して、被災者の健康状態、食料の共有状況等を把握しながら栄養相談を

実施する。 

 （３）食生活相談者への相談・指導の実施（要配慮者への食生活支援） 

    妊産婦、乳幼児、虚弱高齢者、歯科的な問題を抱えた者、糖尿病や食物アレルギー等で

食事療法が必要な者等について栄養相談を実施し、併せて特別用途食品の手配や調理方法

等に関する相談を行う。 

 （４）特定給食施設等への指導 

    被害状況を把握し、給食設備や給食材料の確保、調理方法等、栄養管理用の問題が生じ

ないよう配慮し、給食の早期平常化を支援する。 

 

第３ 保健指導 

  町の保健師・栄養士等は、災害の状況によっては避難所等を巡回し、栄養指導とともに被災

者の健康管理面からの保健指導を行う。 

  この場合、福祉関係者、かかりつけ医師・歯科医師、ケアマネージャー、ヘルパー、民生（児

童）委員、地域住民との連携を図りながら、コーディネートを行い、効果的な巡回健康相談等

の実施による要配慮者をはじめとする被災者の健康状態の把握に努める。 

 

第４ 精神保健活動 

 １ 精神科医療体制の確保 

   被害の状況に応じ、関係機関の協力を得ながら、精神科診療体制を確保する。 

 ２ 被災者のメンタルヘルスケア 

   被災者となることで顕在化する精神保健上の問題に対応するため、必要に応じ、関係機関

の協力を得て、メンタルヘルスケアを実施する。 

 ３ 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

   入院医療及び保護を必要とする被災者のため、関係機関の協力を得ながら、精神科病床及

び搬送体制を確保する。 

 

第５ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 

  町は、防疫及び保健衛生用器材の備蓄及び調達について計画を樹立しておくものとする。 

 

第６ 動物（ペット）救護対策 

  災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い主とと
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もに、避難所に避難してくることが予想される。 

  このため、町は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正飼育に関し、国、県、獣医

師会等の関係機関・団体に対して支援要請を行なうとともに、連絡調整に努める。 

 

 

第１６節 廃棄物処理対策 

（生活課、建設課） 

 災害時においては、汚物、へい獣等、土砂、竹木、などの散乱あるいは堆積等により、衛生環

境が悪化し、伝染病流行の原因となるので、災害によって発生したガレキの処分等を迅速かつ的

確に実施し、生活環境の保全、公衆衛生の確保、さらに被災地での応急対策や復旧・復興の円滑

な実施を図る。 

 

第１ ゴミ処理 

 １ ゴミ排出量の推定 

   災害時には、通常の生活ゴミに加え、一時的に大量の粗大ゴミやガレキが排出されるもの

と予想される。 

   町は、ごみの種類ごとに排出量を推定し、平常時における処理計画を勘案しつつ、作業計

画を策定する。 

 ２ 収集体制の確保 

   町は、被災等における生活環境保全・公衆衛生の緊要性を考え、平常体制に臨時雇用によ

る人員を加えた作業体制を確立する。さらに、必要に応じて近隣市町村等からの人員及び機

材の応援を求め、場合によっては、近隣ゴミ処理施設等に処理を依頼するなどの方策を講じ

る。 

   また、ゴミ収集車両については、町が委託しているゴミ収集業者並びに町保有運搬車両に

て行うが、必要に応じて建設業者等の保有車両の応援を要請する。  

   このため、町は、あらかじめ民間の清掃関連業界並びに建設業関連業界に対し、災害時に

おける人員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整え

ておくとともに、近隣市町村間の応援体制を整えておく必要がある。 

 ３ 処理対策 

 （１）生ゴミ等腐敗性の大きい廃棄物 

    生ゴミ等腐敗性の大きい廃棄物については、被災地における防疫対策上、収集可能な状

態になった時点から出来る限り早急に収集が行われるよう、町は第一にその体制の確立を

図る。 

 （２）粗大ゴミ等 

    粗大ゴミ及び不燃性廃棄物が大量に排出されると考えられるが、一時期の処理施設への

大量搬入により、その処理が困難となる場合が想定されるので、町は必要に応じて生活環

境保全等の支障のない場所を確保し、暫定的に積置きするなどの方策を講じる。 

 （３）ガレキ等 
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    ガレキ等については、原則として排出者自らが町のあらかじめ指定する場所に搬入する

が、排出者自らによる搬入が困難と判断される場合及び道路等に散在し緊急に処理する場

合には、町が収集処理を行う。 

    町は、大量にガレキ等が発生した場合は、仮置場に搬入する必要があるため、あらかじ

め調査を実施しておいた公有地等を中心に具体的な選定を行う。 

    また、発生したガレキ等を効率よく処理、処分するためには、排出時の分別の徹底が必

要であるのでその確保策の検討を行う。 

 

第２ し尿処理 

 １ し尿排出量の推定 

   災害により上下水道等のライフラインの機能停止により、し尿処理が困難になることが予

想されるので、上水道以外の河川等の水を確保することにより、できる限り下水道機能を活

用するとともに、町は、水洗化の状況等、住民数、予測被災者数等から仮設トイレ数を推定

しておく必要がある。 

   また、浸水家屋、倒壊家屋及び焼失家屋等の汲み取り式便槽のし尿については、防疫上、

できる限り早急に収集処理を行う必要があるので、一時的には、処理量が増加すると考えら

れる。そのため緊急における収集体制の確立を図るとともに、処理場施設においてもそれに

対処できるよう予備貯留槽等を設けておくことが望ましい。 

 ２ 収集体制の確保 

   被災地に対する平常作業から全面応援及び近隣市町村等からの応援作業は、収集可能にな

った状態から７日間を限度として、また、処理場への搬入についても計画的な処理を崩さな

いよう努力し、場合によっては、近隣市町村の処理場に処理の依頼を求めるなどの方策を講

ずることとする。 

   また、防疫上、不要になった便槽に貯留されているし尿及び汚水等についても、早急に収

集が行われるよう人員及び機材の確保を図る。 

   このため、あらかじめ民間のし尿処理関連業界及び「災害時におけるレンタル機材の提供

に関する協定」の基づき、仮設トイレ等を扱う民間のリース業者等に対して、災害時におけ

る人員、資機材等の確保に関し、迅速かつ積極的な協力が得られるよう協力体制を整えてお

く。 

 ３ 処理対策 

 （１）避難所でのし尿処理 

    水洗トイレの使用の可否等の状況によるが、原則として水を確保することにより下水道

機能を活用して、処理することを原則とする。 

    また、必要に応じて仮設トイレを設置し、避難所の衛生環境の確保を図る。この場合に

おいて、仮設トイレの機種は、高齢者・障がい者等に配慮したものの選定に努める。 

    さらに、汲み取り式便槽が設置された避難所から排出されたし尿、及び避難所に設置さ

れ仮設トイレに貯留されたし尿の収集を優先的に行うものとする。 

 （２）水洗トイレ対策 
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    水洗トイレを使用している世帯にあっては、洗浄水の断水に対応するため、普段より水

の汲み置き等を指導しておくものとする。また、水洗トイレを使用している団地等におい

ては、災害により使用不能となった場合に対処するため、必要により臨時の貯留場所を設

けたり、あるいは民間のリース業者等の協力を得て、共同の仮設場所を設ける等の対策を

講ずるものとする。 

 

第３ 廃棄物処理施設の確保 

  災害が生じた場合には、迅速にその状況を把握し、広域事業組合処理施設及び民間廃棄物処

理施設に依頼するなど協力が得られるよう体制を整えておくものとする。 

 

第４ 応援体制の確保 

  町は、被災状況を勘案し、町内の処理が不可能と思われる場合には、県（生活環境部）に支

援を要請するものとする。また、被災時における人員、資機材等の確保に関し、民間の清掃、

し尿処理関連業界及び仮設、トイレ等を取り扱うリース業界等に対して、協力が得られるよう

体制を整えておくものとする。 

 

 

第１７節 救援対策 

（総務課、生活課、建設課、産業課） 

 災害により生活に必要な物資が被害を受けたり、流通機構の混乱等により物資の入手が困難

となった場合においても、町民の基本的な生活の確保、人身の安定を図ることを目的として、

生活の維持に欠かせない食料、生活必需品及び飲料水等を確保するとともに迅速な援助を実施

する。この場合において、指定避難所に避難している被災者のみならず、指定避難所以外に避

難あるいは在宅被災者への供給にも配慮する必要がある。 

 

第１ 給水援助対策 

 １ 供給方針 

   給水計画は、被災地に対する応急給水について、その供給を円滑ならしめるためのもので

ある。災害救助法が適用された場合においては、福島県災害救助法施行細則第１７条の規定

により、その権限は県知事より町長へ委任されるものである。なお、被害甚大等のため救出

が困難な場合は知事に自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

 ２ 飲料水供給の概要 

   町は、県及び国の協力を得ながら災害による被災者に対して概ね当初被災者１人１日３㍑

に相当する量の飲料水を供給し、発災後４日から７日までは１０㍑、２週目は５０～１００

㍑、３～４週目は１５０～２００㍑を目標とし、復旧の段階に応じ漸増させ供給する。発災

後、４週を目処に復旧し、通水を開始するよう努める。 

   なお、市販の容器入り飲料水の確保についても、検討を行なうものとする。 
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 ２ 飲料水の応急給水活動 

 （１）飲料水の供給 

    町長は、当該地域に飲料水供給の実施を必要とする場合は、責任者を定めて給水の実施

に当たるものとする。 

 （２）町の所有する機械施設 

    給水タンク１台（１㎥） 

    揚水施設２箇所（２，９６０㎥／ｄ） 

 （３）給水対策 

   ア 町は、上水道班（上下水道班）に給水部門を組織し、応急給水を実施する。 

   イ 町は、水道事業者が確保した飲料水ほか、井戸水等を活用して応急給水を実施する。 

   ウ 応急給水は、下記の方法により実施する。 

    （ア）給水タンクを用いた「運搬給水」 

    （イ）指定避難所等における「拠点給水」 

    （ウ）通水した配水管上の消火栓等に設置された「仮設給水栓による給水」 

 ３ 飲料水供給状況報告 

   飲料水の供給状況を飲料水供給記録簿（資料２４）によって報告する。 

 

第２ 食料援助対策 

 １ 対応の概要 

   町は、備蓄食料等を活用するとともに、安全で衛生的な主要食糧、副食・調味料等を調達

し、被災者等に対して供給する。 

   ただし、広域に及ぶ大災害で災害救助法が適用された場合は、知事の補助機関として実施

する。 

 ２ 調達及び供給 

   町は、調達計画に基づき地元小売業者等が保有の米穀等を調達し、備蓄食料と併せて被災

者等に供給する。町内で調達が難しい場合は、県に対して供給の要請を行う。 

   食料の供給にあたっては、避難の長期化に対応して、時間の経過とともにメニューの多様

化、適温食の提供、栄養バランスの確保、乳幼児や高齢者、病弱者等の要配慮者への配慮等、

質の確保や食材供給による自炊など、生活再建についても配慮するものとする。 

 ３ 協定に基づく応急物資の調達 

   町は、災害に状況その他に応じ、町内での給与物資の調達が困難な場合は、埼玉県北本市

及び関係機関に対し、食料等の供給及びそれに必要な資機材の提供、衛生知識を有する職員

等の派遣を要請する。 

 

第３ 生活必需物資等救援対策 

 １ 供給方法 

   町は、被災者に対する衣料、生活必需品、被災児童、生徒の学用品その他物資を確保、給

（貸）与をして、被災者の応急的な日常生活を確保するため、あっせん又は調達し、供給す
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る。 

 ２ 生活必需物資等の範囲 

   生活必需物資等の範囲は、次のとおりとする。女性や乳幼児、高齢者等要配慮者について

は、紙おむつや生理用品等特有のニーズがあることから、それぞれのニーズを踏まえた生活

必需物資等の供給を行うものとする。 

 （１）被服や寝具及び身の回り品 

    洋服、作業着、下着、毛布、タオル、靴下、サンダル、傘等 

 （２）日用品 

    石けん、歯磨き、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等 

 （３）炊事用及び食器 

    炊飯器、鍋、包丁、ガス器具、茶碗、皿、箸等 

 （４）光熱材料 

    マッチ、プロパンガス等 

 ３ 生活必需物資等の調達及び供給 

   衣料、寝具その他物資の調達について応急的な日常生活の確保を目的とするため、備蓄物

資を活用とするとともに、調達に当たっては応援協定並びに町内小売業者及び会津若松市等

近隣市町村の小売業者等より調達し、被災者へ供給するものとする。町内での調達が難しい

場合は、県並びに災害援助協定により埼玉県北本市に対して供給の要請を行う。 

 ４ 被災者への給与 

   避難所においては、被災者個々人への給与を十分に行うことができないことから、必要な

生活必需品の給与を応急仮設住宅入居時に行うことができる。 

 

第４ 支援物資等の支援体制 

  町は県と連携し、避難所等の設置主体が異なる場合であっても、避難所等からの支援物資の

要請に応じるよう努めるとともに、必要数量や在庫数量等などを情報交換し、提供する物資等

の品目や提供量に差が出ないように努める。 

 

第５ 義援物資及び義援金の受入れ 

 １ 義援物資の受入れ 

 （１）受入れ物資リストの作成及び公表 

    町は、関係機関等の協力を得ながら、義援物資について、受け入れを希望する物資等を

把握し、その内容のリスト及び送付先を県及び町の災害対策本部並びに報道機関を通じて、

公表する。 

    また、被災地の需用状況を把握し、同リストを逐次改定するように努める。   

 （２）個人等からの義援物資の辞退 

    町は、阪神淡路大震災や東日本大震災等の教訓を鑑みて、原則として、古着など個人か

らの義援物資については、受入れを辞退するものとする。 

    さらに、個人以外の支援物資についても、その中身や数量、規格の統一性がないものに
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ついては、物資集約拠点における混乱を避けるため、個人からの義援物資と同様に辞退す

るものとする。 

 ２ 義援金の受入れ 

   町は、あらかじめ災害義援金の受け入れ計画を整えておくものとする。 

 

 

第１８節 被災地の応急対策 

（総務課、生活課、建設課） 

 被災地内の住民の生活を復旧させるため、道路や宅地内等を除去するとともに、自力で生活を

復旧できない被災者のために、住宅を確保できない者に対する応急仮設住宅の建設及び損壊住宅

の応急的修理並びに野外応急収容施設の仮設を行う。 

 また、住民の生活上の不安を解消するための各種相談業務を行う。 

 

第１ 被災住宅に対する応急措置及び応急復旧の指導・相談 

  町は、被災建築物の損壊等による二次災害を防止するため、建築物の応急危険度判定を行う

ことができる専門知識を有する「建築物応急危険度判定士」及び宅地、土砂災害危険箇所の危

険度を応急的に判定する技術者の養成を行うとともに、災害時において判定士等を迅速かつ効

果的に活用する制度確立に向け県に協力するほか、災害時においては倒壊等のおそれのある建

築物による事故防止のための住民への広報活動を行うとともに、危険度判定を実施して建築物

の応急措置、応急復旧に関する技術的な指導、相談等の実施に努めるものとする。 

 

第２ 障害物の除去 

 １ 道路関係障害物の除去対策 

 （１）実施機関及び方法 

   ア 町は、建設課が中心になって、他の道路管理者、警察等の関係機関と協議し、本計画

を定め、原則として道路管理者が行うことになる。なお、国や県管理道路上の障害物除

去の要請については、国管理道路は郡山国道事務所、県管理道路は会津若松建設事務所

へ要請するものとする。 

   イ 道路交通に著しい被害を及ぼしているものの除去は、それぞれの実施機関において、

その所有する機械、器具、車両等により速やかにこれを除去し、交通の確保を図るもの

とする。 

 （２）障害物除去の方法 

   ア 障害物除去の優先道路順位は、以下の順位を基準とする。 

   （ア）地域住民の生命の安全を確保するために重要な道路（例：避難路） 

   （イ）災害の拡大防止上重要な道路（例：延焼阻止のために、消防隊が防御線をはる道路） 

   （ウ）緊急輸送を行う上で重要な道路 

   （エ）その他応急対策活動上重要な道路 

   イ 除去に必要な車両、機械、器具の確保方法 
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   （ア）除去に必要な車両、機械、器具、町内の業者等から借り上げるものとする。ただし、

不足する場合については、知事又は隣接市町村長の応援を求めるものとする。 

   （イ）障害物の除去を実施するための機械操作員は、機械器具に併せて確保するものとす

る。 

 ２ 住宅関係障害物の除去 

 （１）実施機関及び方法 

   ア がけ崩れ、浸水等によって宅地内に運ばれた障害物の除去で、次のいずれかに該当す

る場合は、町長がその障害物の除去にあたる。 

   （ア）住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

   （イ）緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

   （ウ）その他、公的立場から除去を必要とする場合 

   イ 第一次的には市町村が保有する車両、機械、器具、町内の業者等から借り上げた機材

等を使用して、実施するものとするが、労力又は機械力が不足する場合は、知事又は隣

接市町村長の応援を求めるものとする。 

     また、労力又は機械力が相当不足する場合は、（社）福島県建設業協会からの資機材、

労力の提供等協力を求めるものとする。 

 （２）災害救助法を適用した場合の除去 

    風水害等により住居又はその周辺に運ばれた土砂、立木等で日常生活に著しい支障を及

ぼしているものを除去して被災者の保護を図る。 

   ア 障害物の除去対象 

     障害物の除去の対象となるのは、日常生活に欠くことのできない場所（居室、台所、

便所等）に土砂、立木等障害物が運び込まれたもので、しかも自らの資力で障害物が除

去できないものであること。 

   イ 除去の方法 

     作業員あるいは技術者を動員して行うものとする。 

   ウ 費用 

     費用の限度額は、災害救助法及び関係法令の定めるところによるものとする。 

   エ 実施期間 

     災害発生の日から１０日以内 

   オ 上記ア～エにおいて適切な実施が困難な場合には、県と協議しその同意を得た上で、

活動の程度、方法及び期間を定めるものとする。 

 ３ 河川関係障害物の除去対策 

   風水害により発生した流木等が橋脚などにひっかかって、流れに障害をもたらしたり、橋

脚などの構築物を破壊することも予想される。さらに、ダムアップ（橋脚に引っ掛かった流

木などにより、流れがせき止められ、上流側の水位が上昇する現象）による浸水などの危険

性も考えられることからことから河川等管理者は相互の連絡を密にし、障害物の除去に努め

る。 

 （１）実施機関及び方法。 
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   ア 河川区域内の障害物の除去についての計画の実施は、河川法に規定する河川管理者、

水防法に規定する水防管理者、水防団長、消防組織法に規定する消防機関の長が行うも

のとする。 

   イ 河川管理者は、河川法第２２条第１項に規定する緊急措置を行うものとする。 

   ウ 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防法第２１条の規定による緊急措置を

行うものとする。 

 ４ 除去した障害物の集積 

   除去した障害物で、廃棄物に該当するものについては、最終的には、町の設置する廃棄物

処分場へ搬入して処分するものとするが、その他のもの及び廃棄物の一時的な集積場所は、

それぞれの実施機関において確保するものとする。なお、町においては、廃棄物を中間処理

又は最終処分を行うまでの一時仮置場、リサイクルのための分別を行うためのストックヤー

ド等の場所を確保するため、候補地の調査を行い、所有者を把握するなど、処理スペースの

確保を図るものとする。 

 （１）交通支障がなく、二次災害が発生するおそれのない国有地、県・町有地の公共用地を選

定するものとする。 

 （２）公共用地に適当な場所がないときは、民有地を使用することとするが、この場合におい

て、所有者との間に補償（使用）契約を締結するものとする。 

 ５ 地域ぐるみの除排雪 

 （１）地域ぐるみの除排雪の効果的な推進 

    町は、次の事項について十分計画、調整のうえ、地域ぐるみの除排雪の効率的な推進に

努めるものとする。この場合、自主防災組織と緊密な連携をとる。 

   ア 一斉に除排雪を行う場合は、時間、排雪場所、その他の経路等について、降積雪状況、

地域の実情等に即した実施計画を立案し、住民に対してその内容の周知徹底を図る。 

   イ 除排雪場所や機械等の確保のために、地域における関係機関、建設業者等に対して、

場所、機械等の提供について積極的な協力を求める。 

 （２）行政と住民組織との作業連携、情報連絡等 

    雪害時においては、県（災害対策本部各班、道路班）、町、自主防災組織、ボランティア

等との連携作業により、情報連絡を密にし、住民行動の円滑な展開及び住民ニーズに即し

た対策の推進を図る。 

 ６ 関係機関との連携 

   町は、国・県の出先機関、町建設業組合等の協力を得て、障害物の除去のための建設用資

機材及び技能者等要因の調達、提供の確保に努める。 

 

第３ 災害相談対策 

 １ 臨時災害相談所の開設 

   災害により被害を受けた住民から寄せられる生活上の不安などの解消を図るため必要があ

る場合には、県と相互に連携して臨時災害相談所を設け、相談活動を実施するものとする。

町は、被災地及び避難所等に臨時災害相談所を設け、被災住民の相談に応ずるとともに、苦

情、要望等を聴取した結果を関係機関に速やかに連絡して早期解決に努めるものとする。 

 ２ 臨時相談所の規模等 

   相談所の規模及び構成員等は、災害の規模や現地の状況を検討して決めるものとする。 
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 ３ 相談業務の内容 

 （１）生業資金のあっせん、融資に関すること。 

 （２）被災住宅の修理及び応急住宅のあっせんに関すること。 

 （３）行方不明者の捜索に関すること。（被災者の安否の確認に関すること。） 

 （４）その他住民の生活に関すること。 

 

 

第１９節 応急仮設住宅の供与 

（総務課、建設課） 

 災害により住宅が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に

対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とする。 

 

第１ 応急仮設住宅の建設 

 １ 応急仮設住宅の設置 

   町長は、災害によって住民が滅失した戸数、世帯数及び自らの資力では住宅を確保できな

い者の状況を把握し、設置戸数を決定するとともに、その建設を指示するものとする。 

 （１） 実施機関等 

   ア 応急仮設住宅の建設に関する計画の樹立と実施は、町長が行うものとする。 

   イ 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、原則として知事が行うが、知事

の職権の一部を委託された場合又は知事の実施を待つことができない場合は、町長が行

うものとする。 

   ウ 町は、平時においてあらかじめ二次災害の危険のない建設適地を把握し、早期に着工

できるよう準備しておくとともに、応急仮設住宅を建設する場合には、建設業者への協

力依頼及び技術的支援等を行うものとする。 

   エ 町は、応急仮設住宅の建設に当たり、資材の調達及び要因の確保について、町建設業

組合等に対し、協定に基づき協力を要請する。確保困難な場合には、（社）プレハブ建築

協会、県建設業協会等に対し、県が締結した協定に基づき協力を要請するものとする。 

 ２ 災害救助法による応急仮設住宅の建設実施基準 

   災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の建設に関する基本的事項は、次のとおりと

する。 

 （１）入居対象者 

    原則として、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資

力では住宅を得ることができない者であって、次に掲げるいずれかに該当する者とする。 

   ア 住宅が全壊、全焼又は流出した者であること。 

   イ 居住する住宅がない者または避難勧告等により長期にわたり自らの住居に居住できな

い者であること。 

   ウ 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こと。 

    なお、ウについては、災害の混乱時には十分な審査が困難であり、一定額による厳格な
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所得制限等はなじまないため、資力要件については、制度の趣旨を十分に理解して運用す

るものとする。 

 （２）入居者の選定 

    応急仮設住宅入居者の決定のため、住家が全壊、全焼及び流失した者のうちから、選定

調書によって県が町長の協力を求めて行い、県は状況に応じて町長に事務委託することが

できるものとする。 

    なお、選定に当たっては、高齢者及び身体障がい者等を優先する。 

   ※ 応急仮設住宅入居該当者調報告書は資料２５のとおりとする。 

   ※ 応急仮設住宅該当対象者選定調書の報告書は、資料２６のとおりとする。 

 （３）応急仮設住宅の規模及び費用の限度 

   ア 一戸当たり平均２９．７㎡（９坪）を基準とする。 

   イ 応急仮設住宅の設計にあたっては、高齢者や障がい者等の利用に配慮した住宅の仕様

は、すべての入居者にとって利用しやすいものであることから、通常の応急仮設住宅を

含め、物理的に障害が除去されたユニバーサルデザイン仕様を目指すとともに、地域の

気象環境等も考慮した配置や設計に努める。 

   ウ 工事費は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

 （４）建設場所 

    早期着工できるよう建設適地の把握に努め、災害の状況により選定する。 

    なお、建設場所の選定に当たっては、被災者が相当期間居住することを考慮して、飲料

水が得やすく、かつ、保健衛生上も好適で、被災者の生業の見通しがつけられることに考

慮するものとする。 

    また、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十

分配慮するとともに、相当数の世帯が集団的に居住する場合は、交通の便や教育等の問題

も考慮に入れ、原則として前住所地に設置するものとするが、前住所地に建設できないも

のについては、町有地等で、できる限り集団的に建設できる場所に設置するものとする。 

   ア 都市公園予定地 

   イ 公営住宅敷地内空地 

   ウ 公園、緑地及び広場 

   エ 県有敷地内空地 

   オ 国・町が選定供与する用地 

   カ その他の適地 

 （５）集会所の設置 

    仮設住宅における地域コミュニティと住民自治機能の維持のため、同一敷地内または近

接する地域内に１０戸以上の仮設住宅を設置する場合、集会所や談話室といった施設を設

置することができる。 

 （６）福祉仮設住宅の設置 

    高齢者、障がい者等、日常の生活上特別な配慮を要する者を数名以上入居させるため、

老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置すること
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ができる。 

 （７）着工及び完成の時期 

   ア 着工の時期 

     災害発生の日から２０日以内に着工し速やかに建設する。 

   イ 着工時期の延長 

     大災害で２０日以内に着工できない場合は、県を通し事前に内閣総理大臣の承認を得

て必要最小限度の期間を延長することができるものとする。 

   ウ 供与機関 

     完成の日から建築基準法第８５条第３項の規定による期限内（最高２年以内）とする。 

 ３ 応急仮設住宅の運営管理 

   町は、各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅におけ

る安全・安心の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するため心のケア、入居者によるコミ

ュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活

者の意見を反映できるよう配慮するものとする。また、必要に応じて、応急仮設住宅におけ

る家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

 ４ 整備帳簿類 

   応急仮設住宅入居者台帳は資料２７のとおりとする。 

 

第２ 借上げ住宅等の提供 

 １ 借上げ住宅の提供 

   避難所生活が相当に長期化しているにも関わらず、応急仮設住宅の建設が著しく遅れる等

のやむを得ない事情がある場合には、公営住宅の一時使用、民間アパートの借り上げ等によ

り住宅を提供することができる。なお入居対象者並びに入居の選定は、応急仮設住宅の建設

に準じるものとするが、入居先の決定に当たっては、行政サービスの提供やコミュニティの

維持のため地域単位での入居なども検討する。 

 ２ 公営住宅等のあっせん 

   町は、災害時における被災者用の住宅として利用可能な公営住宅等の把握に努め、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ものとする。 

 

第３ 住宅の応急修理 

  町長は、災害の発生により住宅の応急修理を要する場合は、応急修理を行い、災害救助法が

適用された場合は、応急修理戸数、世帯名、深刻度を県に報告するとともに、住宅の応急修理

について、知事の委任があった場合は、その修理に当たる。 

 １ 実施機関等 

 （１）被害家屋の応急修理に関する計画の立案と実施は、町長が行うものとする。 

 （２）災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の設置は、原則として知事が行うが、知事の

職権の一部を委託された場合又は知事の実施を待つことができない場合は、町長が行うも

のとする。 
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 ２ 災害救助法による住宅の応急修理 

   災害援助法が適用された場合の住宅の応急修理に関する基本事項は、次のとおりとする。 

 （１）災害救助法による実施基準 

   ア 応急修理対象者 

     住宅が半焼し、又は半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者で、

自らの資力では、応急修理ができない者であること。 

   イ 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。 

   ウ 応急仮設住宅（民間賃貸住宅の借上げを含む。）を利用しないこと。 

   エ 当該災害により半壊の住宅被害を受けた者（世帯）については、前年の世帯収入が次

のいずれかに該当していること。（大規模半壊の住宅被害を受けた者（世帯）は除く。） 

   （ア）（収入額）≦５００万円の世帯 

   （イ）５００万円＜（収入額）≦７００万円かつ、世帯主が４５歳以上または要援護世帯 

   （ウ）７００万円＜（収入額）≦８００万円かつ、世帯主が６０歳以上または要援護世帯 

 （２）応急急修理の範囲と費用 

   ア 応急修理の対象範囲は、以下の４項目のうちから、日常生活に必要欠くことのできな

い部分であって、より緊急を要する箇所について実施することとする。 

   （ア）屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理 

   （イ）ドア、窓等の開口部の応急修理 

   （ウ）上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理 

   （エ）衛生設備の応急修理 

   イ 費用は災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

   ウ 応急修理期間 

     原則として災害発生の日から１カ月以内に完了するものとする。 

   エ 応急修理の方法 

     直営工事又は請負工事で実施し、次の帳簿類を整理するものとする。 

   オ 整備帳簿書類 

     住宅応急修理記録簿（資料２８） 

     住宅の応急修理該当者調（資料２９） 

     住宅応急修理のための契約書（請書）、仕様書等 

 

 

第２０節 死体の捜索、遺体の処理等 

（総務課、生活課） 

 災害により既に死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元が判明し

ない死亡者については、収容、処理及び火葬等に付し、人心の安定を図る。このため、町は、警

察・消防団及び町民の協力を得て、処理等を実施するものとする。 

第１ 全般的な事項 

 １ 衛生及び社会心理面への配慮 
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   遺体の処理は、衛生上の問題及び社会心理上の問題等を考慮し的確に行う必要がある。 

   そのため、収容所の設置場所の確保、開設、警察及びマスコミ機関との連携による身元確

認及び縁故者への連絡、身元が判明しない遺体についての火葬と段階ごとに的確かつ速やか

に対応する必要がある。 

 ２ 広域的な遺体処理体制の整備 

   町は、死者が多数にのぼる場合、また、火葬場が被災して利用ができない場合を想定し、

遺体の保存のため、民間事業者の協力を得て、十分な量のドライアイス、柩、骨壷等の確保

に配慮するとともに、近隣地方公共団体の協力による火葬支援体制の整備に努めることが必

要となる。 

 

第２ 遺体の捜索 

 １ 捜索活動 

   町は、県（保健福祉部）、県警察本部、消防機関及び自主防災組織等の協力を得て捜索を実

施する。 

   この場合において、町は、行方不明者の届け出等の受付窓口を明確にするとともに、窓口

において、安否確認についての情報の一元化を図るものとする。 

 (１）捜索対象 

   ア 行方不明の者で、周囲の事情から既に死亡していると推定される者の場合 

   イ 行方不明の状態になってから相当の時間を経過している場合 

   ウ 災害の規模が非常に広範囲にわたり特定の避難場所等の地域以外は壊滅してしまった

ような場合 

   エ 行方不明になった者が重度の身体障がい者又は重病人であったような場合 

   オ 災害発生後、ごく短期間のうちに引続き当該地域に災害が発生したような場合 

   カ 捜索実施期間 

     災害発生の日から１０日以内 

 ２ 災害救助法適用の場合の捜索活動 

   災害救助法適用の場合の遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ周囲

の事情により死亡していると推測される者に対して行い、以下の基準で実施するものとする。 

 （１）救助実施者が遺体の捜索を実施するに当たっては、捜索に要する役務、機械、器具等に

ついて現物により給付するものとする。 

 （２）費用、期間等は、福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法による救助の程度、

方法及び期間」による。 

 （３）他市町村への応援要請等 

    町で被災し、町のみで捜索の実施が困難な場合又は死体が流失等により他市町村に漂着

していると考えられる場合、関係市町村等に対し、捜索依頼を要請する。 

 （４）捜索状況の報告 

    死体捜索実施の都度、その状況を死体捜索状況記録簿（資料４３）に準じて報告する。 
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第３ 遺体の収容 

 １ 遺体の搬送 

   警察官による検視及び救護班による検索を終えた遺体は、町が県に報告の上、遺体収容所

に搬送し収容する。 

   この際、葬祭業者との連携により、霊柩車を確保することについても考慮するものとする。 

 ２ 遺体収容所の設営及び遺体の収容 

 （１）遺体収容所（安置所）の開設 

   災害により死亡した者の収容処理は、一時適当な場所に収容するが、その場合町長は、被

害現場付近の適当な場所（学校敷地、寺院境内等）に遺体の収容所を開設し、遺体を収容す

る。なお、前記収容所に遺体収容のための既存建物がない場合は、天幕及び幕張り等設備し、

必要器具（納棺用品等）を確保する。 

   また、必要に応じて医師、消防団及び一般住民の協力を得るものとする。死体処理台帳は

資料４４のとおりである。 

 （２）遺体の収容 

    収容した遺体及び遺留品等の整備について必要な事項を定めておくものとする。 

 ３ 災害救助法適用の場合の遺体処理 

   災害救助法を適用した場合、災害の際死亡した者について遺体に関する処理は、以下の事

項について行うものとする。 

 （１）遺体の洗浄、縫合又は消毒等の処理（原則として医療救護班によって行う。） 

 （２）遺体の一時保存 

 （３）検案・身元確認（原則として医療救護班によって行う。） 

 

第４ 遺体の火葬・埋葬 

  引受人の判明しない死体又は引取人が判明しても火葬・埋葬することが困難な遺体について

は、応急的に火葬・埋葬を行うこととなるが、町長は、火葬場及び墓地の所在を把握しておき、

災害の発生により埋葬を要する場合は、埋葬用品を調達し、消防団その他一般住民等の協力を

得て埋葬を実施する。埋葬台帳は資料４５のとおり。 

  なお、身元が判明し災害救助法による救助でない遺体の火葬・埋葬に当たっては、町は火葬・

埋葬許可手続きが速やかに行える体制をとるものとする。 

 １ 遺体の火葬 

 （１）遺体を火葬に付する場合は、遺体収容所から火葬場に移送する。 

 （２）焼骨は、遺留品とともに納骨堂又は寺院等に一時保管を依頼し、身元が判明しだい縁故

者に引き渡すものとする。 

 ２ 火葬場の調整 

 （１）町は、その火葬場が被災した場合、又はその処理量が多大になる場合を考慮し、近隣市

町村との連携により少数の施設に処理が集中しないよう処理量を調整し適正な配分に努め

る。 

 （２）町は、火葬許可に当たっては所轄する火葬場又は近隣市町村の火葬場の能力、遺体の搬
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送距離等を勘案し適正に処理できるよう火葬場を指示する。 

 ２ 災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬 

 （１）火葬・埋葬は、知事の委任のあった場合のほか、知事の補助機関として、原則として町

で実施する。 

 （２）遺体が法適用地外に漂着した場合で、身元が判明している場合、原則として、その遺族・

親戚縁者又は法適用地の市町村に連絡して引き取らせるものとするが、法適用地が混乱の

ため引き取ることができない場合は、当該市町村は知事の行う救助を補助する立場におい

て火葬・埋葬を実施（費用は県負担）するものとする。 

 （３）遺体の身元が判明していない場合で、被災地から漂流したと推定できる場合には、遺体

を撮影する等記録して前記（２）に準じて実施する。 

 （４）費用期間等 

   ア 以下の範囲内においてなるべく棺又は、棺材等の現物を持って実施する者に支給する

ものとする。 

   （ア）棺（付属品を含む。） 

   （イ）埋葬又は火葬 

   （ウ）骨壷又は骨箱 

   イ 支出できる費用 

     福島県災害救助法施行細則別表第１「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」

による。 

 

第５ 災害弔慰金の支給 

  町長は、災害弔慰金の支給等に関する法律第３条第１項に該当する場合には、条例に基づき、

死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

 

 

第２１節 生活関連施設の応急対策 

（総務課、建設課、東北電力㈱会津若松支社、各ＬＰガス事業者、東日本旅客鉄道㈱、東日本電

信電話㈱福島支店、各通信事業者） 

 上水道、下水道、電気、ガス、交通、通信、放送等の生活に密着した施設が被災した場合、生

活の維持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きいことから、災害が発生

し、又は発生するおそれがある場合において、上下水道、電力、公衆電気通信等生活関連事業者

等は、施設の各施設（以下「各施設」という。）を防護し応急措置（応急復旧措置を含む。）を講

じ、各々その供給確保を図るものとする。 

 

第１ 上水道施設等応急対策 

  上水道事業者又は水道用水供給事業者（以下「水道事業者等」という。）は、災害発生時にお

ける応急給水用飲料水の確保を行うとともに、次により水道施設の復旧対策を実施する。 

 １ 被害状況調査及び復旧計画の策定 
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   発災後直ちに施設の被害復旧状況調査を実施し、給水状況の全容を把握するとともに、応

急復旧に必要な人員体制及び資機材（調達方法）、施設復旧の手順、方法及び完了目標等を定

めた応急復旧計画を策定し、計画的に応急復旧対策を実施するものとする。 

   復旧に当たっては、緊急度の高い医療施設、人工透析治療施設、災害復旧・復旧対策の中

核となる官公庁などあらかじめ定めた重要度の高い施設を優先して行う。 

 （１）配水管路の応急復旧は、順位は次のように考える。 

   ア 配水池及び給水地点までの配水管 

   イ 病院等の緊急利水施設への配水管 

   ウ その他の配水管 

 ２ 応急復旧のための支援要請 

   隣接水道事業者、県等他の機関への支援要請に当たっては、必要とする支援内容を明らか

にして要請するものとする。 

 ３ 的確な情報伝達・広報活動 

   県及び関係機関に対し、施設の被害状況、施設復旧の完了目標等について、随時すみやか

に情報を伝達するとともに、住民に対しては、復旧の順序や地区毎の復旧完了予定時期等に

ついての情報の提供・広報を行うものとする。 

 

第２ 下水道施設等応急対策 

  下水道管理者は、災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水

機能に支障がある施設及び二次災害のおそれがあるものについて応急復旧を行うものとする。 

 １ 要員の確保 

   下水道管理者は、あらかじめ定めた計画に基づく緊急時の配備体制により要員の確保を図

るものとする。 

 ２ 応急対策用資機材の確保 

   下水道管理者は、施設の実情に即して、応急対策用資機材の確保を図るものとする。 

 ３ 復旧計画の策定 

   下水道管理者は、管路施設、ポンプ場及び処理場施設によって態様が異なるが、次の事項

等を配慮した復旧計画の策定に努めるものとする。 

 （１）応急復旧の緊急度及び工法 

 （２）復旧資機材及び作業員の確保 

 （３）設計及び監督技術者の確保 

 （４）復旧財源の措置 

 ４ 広報 

   下水道管理者は、施設の被害状況及び復旧見込み等について広報を実施し、利用者の生活

排水に関する不安の解消に努めるものとする。 

 

第３ 電力施設等応急対策 

  応急措置については各施設の事業者とあらかじめ協議した、次の要領により実施する。 
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 １ 災害対策組織の設置 

 （１）災害により電力施設に被害が発生するおそれがある場合は東北電力（株）が策定した「非

常災害対策実施基準」に基づいて災害対策組織を設置する。 

 （２）対策組織の長は、情報連絡、警戒指令及び復旧方針等の災害対策の基本方針を決定し迅

速かつ的確な応急対策を実施する。 

 ２ 人員の確保 

   対策組織の長は、被害が甚大で自所のみでは早期復旧が困難な場合は、上位機関に応援の

要請をするとともに、関係工事業者、運送業者等に対して協力を要請する。 

 ３ 応急復旧用資機材の確保等 

   対策組織の長は、応急復旧に必要な資機材等の確保と対策要員、資機材の輸送の円滑化を

図るため、輸送ルートの選定車両の確保に努める。 

 ４ 被害状況の把握 

   災害により、電力施設に被害発生が予測され、又は被害が発生した場合は、あらかじめ定

める体制により、情報の収集及び被害の早期把握に努める。 

 ５ 災害時における広報 

 （１）災害が予想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、

電力施設の被害状況及び復旧の見通しについての広報を行うものとする。また、住民の感

電事故等を防止するため、次の事項を中心に広報活動を行うものとする。 

   ア 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

   イ 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等の設備の異常を発見した場合は、速やかに会

社事業所に通報すること。 

   ウ 断線、垂下している電線には絶対に触れないこと。 

   エ 漏水、雨漏りなどのより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため使用しないこと。 

   オ 屋外へ避難するときは安全器又はブレーカーを必ず切ること。 

   カ その他事故防止のため留意すべき事項。 

 （２）防災行政無線、広報車等により地域住民へその状況及び注意事項について広報を行う。 

 ６ 災害時における危険予防措置 

   電力需要の実態を考慮して、災害時において原則として供給を継続するが、警察、消防機

関等から要請等があった場合には、対策組織の長は送電停止等の適切な危険予防措置を講ず

るものとする。 

 ７ 復旧計画等 

 （１）災害対策組織は、管轄区域内の被害状況を総合的に検討し、復旧態勢を確立し応急対策

を実施する。 

 （２）復旧作業は各班の業務分担に基づき、全組織が一体となり緊密な連絡と適切な復旧計画

のもとに効果的に実施する。 

 （３）復旧作業は、病院、交通、通信、ガス、災害対策の中枢となる官公署報道機関及び避難

所等を原則的に優先する。また、災害の状況及び各施設の復旧の難易等を勘案して、供給

上復旧効果の最も大きいものから実施する。 
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第４ ガス施設〔ＬＰガス〕応急対策 

 １ 出動体制 

   台風等風水害の発生が予想される場合は、いつでも出動可能な体制をとるものとし、必要

に応じ、巡回・点検等を行うものとともに、災害が発生した場合は直ちに出動し二次災害の

防止等の措置を講ずるものとする。 

 ２ (一社)福島県エルピーガス協会会津支部坂下方部会による災害対策組織の設置及び人員の

確保 

 （１）台風等風水害等による災害が発生した場合等 

    台風等風水害により災害が発生し、被害の状況がＢ級事故以上等の規模になると認めら

れる場合又は、会員のみで自力措置を行うことが困難な場合は、二次災害防止のための初

動措置等の緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよう、現地又は協会内に災害対策組織を

設置するものとする。 

 （２）復旧要員を必要とする事態が予想され、又はその事態が発生した場合は、「福島県ＬＰガ

ス災害対策要綱」に基づき要員を要請するものとする。 

 ３ 災害時における広報活動 

   広報活動を円滑に実施するために、平常時から需要家に対して、注意事項及び協力依頼事

項などについてＰＲし、その徹底を図るのはもちろんのこと、災害が発生した場合には、ガ

ス漏れによる火災発生防止、再使用の際の安全対策等二次災害防止に重点をおいて広報する

こと。 

 （１）平常時の広報活動 

    需用家に対し、災害時におけるガスの注意事項、協力依頼事項及びガス事業者の保安対

策、広報体制について、チラシ、パンフレットのほか、領収書等を利用して直接ＰＲを行

うものとする。 

 （２）二次災害防止等の広報活動 

    防災行政無線、広報車等により需要家へ次の注意事項について広報するものとする。 

   ア ガス栓、器具栓、メーターコックを閉めておくこと。 

   イ ＬＰガス事業者が安全を確認するまではガスを使用しないこと。 

 ４ 被害状況の把握 

  台風等風水害により、災害が発生した場合には、速やかに上位対策組織等に報告するものと

する。 

 （１）需要家からの情報 

   ア 販売区域の被害規模に関する情報の収集 

   イ 需要家の家屋被害状況 

 （２）一般被害状況に関する情報 

 （３）特定供給設備の被害情報 

 ５ 復旧計画等 

 （１）災害対策組織は、次に掲げる事項を把握し、復旧作業計画を立てると共に、その内容を

上位対策組織に速やかに報告するものとする。 
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   ア 被害状況の概要 

   イ 復旧応援要員の要請 

   （ア）救援を必要とする作業内容 

   （イ）要員 

   （ウ）資機材及び工具車両 

   （エ）救援隊の出動日時・集結場所 

   ウ 復旧作業の日程 

   エ 仮復旧の見通し 

   オ その他必要な対策 

 （２）復旧計画の策定については、原則として現地災害組織が行うものとするが、上位対策本

部等は、上記（１）の報告に基づき、災害対策組織に対し復旧対策について必要な指示を

行うものとする。 

 （３）復旧計画の策定及び実施に当たっては、あらかじめ定められた復旧順位によることを原

則とするが、被害状況、被害復旧の難易度等を考慮して、供給復旧効果の最も大きいもの

から復旧を行うものとする。 

 

第５ 鉄道施設〔東日本旅客鉄道株式会社〕応急対策 

 １ 災害応急体制の確立 

 （１）災害応急体制の確立 

    災害発生時又は発生が予想される時は、その状況に応じて応急対策及び復旧を推進する

組織を設置する。 

 （２）通信設備等の整備 

    関係防災機関、地方公共団体との緊急な連絡及び部内機関相互における予報及び警報の

伝達情報収集を円滑に行うため、通信設備及び風水害、地震に関する警報装置の整備に努

める。 

 （３）旅客及び公衆等の避難 

   ア 駅長等は、自駅に適した避難誘導体制を確立するとともに、避難及び救護に必要な器

具を整備する。 

     また、災害の発生に伴う、建物の倒壊危険、火災発生及びその他二次的災害のおそれ

がある場合は、避難誘導体制に基づき、速やかに旅客公衆等を誘導案内するとともに、

広域避難場所への避難勧告があった時及び自駅の避難場所も危険のおそれがある場合は、

広域避難場所へ避難するよう案内する。 

   イ 駅長等は、災害時の動揺・混乱を防止するために掲示、放送等により案内を行い、旅

客の不安感を除き沈静化に努める。 

 （４）消防及び救助に関する措置 

   ア 災害により火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うともに、延焼拡大防止を図

るため、初期消火に努める。 

   イ 災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、
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救護に努める。 

   ウ 大規模災害により、列車等において多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本

部を設置するとともに、防災関係機関及び町に対する応援要請を行なう。 

 

第６ 電気通信施設等の応急対策 

  災害時における電信電話サービスの基本は、公共機関等の通信確保はもとより、被災地にお

ける通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保するために、応急作業を迅速かつ的確に実施し

て通信の疎通を図る。 

 １ 電話（通信）の確保 

 （１）災害対策本部の設置  

    非常災害が発生した場合、その状況により災害対策本部、現地に現地災害対策本部を設

置し、情報の収集伝達及び応急対策ができる体制をとる。  

    この場合、町及び各防災関係機関と緊密な連絡を図る。  

 （２）情報連絡体制  

    災害の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び連絡に当たる。 

 ２ 電話（通信）の応急措置 

 （１）設備、資機材の点検及び発動準備  

    災害の発生とともに、次のとおり、設備、資機材の点検を行う。  

   ア 電源の確保  

   イ 災害対策用機器（無線機器、移動電源装置等）の発動準備  

   ウ ビル建築物の防災設備の点検  

   エ 工事用車両、工具等の点検  

   オ 保有する資材、物資の点検  

   カ 所内、所外施設の巡回、点検による被害状況の把握  

 （２）応急措置  

    災害により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。  

   ア 通信の利用制限  

   イ 非常通話、緊急通話の優先・確保  

   ウ 無線設備の使用  

   エ 非常用公衆電話の設置  

   オ 臨時電報、電話受付所の開設  

   カ 回線の応急復旧 

 （３）応急復旧対策  

   ア 地震により被災した電気通信設備の状況により、復旧は次のとおりとする。  

   （ア）応急復旧工事  

     ａ 電気通信設備を応急的に復旧する工事  
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     ｂ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事  

   （イ）原状復旧工事  

      電気通信設備を機能、形態において被災前の状態に復する工事  

   （ウ）本復旧工事  

     ａ 被害の再発防止、設備拡張、改良工事を折り込んだ復旧工事  

     ｂ 電気通信設備が全く消滅した場合、復旧する工事 

   イ 災害等により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ定められた以下の表の

順位にしたがって実施する。 

順位 復旧する電気通信設備 

１ 〇気象機関に設置されるもの  

〇水防機関に設置されるもの  

〇消防機関に設置されるもの  

〇災害救助機関に設置されるもの  

〇警察機関に設置されるもの  

〇防衛機関に設置されるも  

〇輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

２ 〇ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇選挙管理機関に設置されるもの  

〇別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置

されるもの  

〇預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの  

〇国又は地方公共団体の機関に設置されるもの  

 （第１順位となるものを除く）  

３ 〇第１順位及び第２順位に該当しないもの  

 

 

第２２節 文教対策 

（教育課・子ども課（教育委員会）） 

 教育委員会は、災害時において、園児、児童及び生徒（以下「生徒等」という。）の安全を確保

するとともに、文教施設の被害状況を把握し、学校教育活動の円滑な実施を確保するため、その

所管する業務について、災害時における応急対策計画を策定し、効率的な運用を期するものとす

る。 

 

第１ 生徒等の保護対策 

 １ 学校の対応 
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 （１）校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め的確な指揮に当たる。 

 （２）生徒等については、教職員の指導の下に全員を直ちに帰宅させることを原則とする。た

だし、生徒等のうち障がい児については、学校等において保護者等に引き渡す。 

    また、交通機関の利用者、留守家庭等のうち帰宅できない者については、状況を判断し

学校が保護する。 

 （３）初期消火、救護、搬出活動の防災活動を行う。 

 ２ 教職員の対応、指導基準 

 （１）災害発生の場合、生徒等を教室に集める。 

 （２）生徒等の退避・誘導に当たっては、氏名・人員等の掌握、異常の有無等を明確にし、的

確に指示する。 

 （３）学級担任等は、学級名簿等を携帯し、本部の指示により、所定の場所へ誘導・避難させ

る。 

 （４）障がい児については、あらかじめ介助体制等組織を作るなど十分に配慮をする。 

 （５）生徒等の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた引き渡し方法で確実

に行う。 

 （６）遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない生徒等については、氏名・

人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

 （７）生徒等の安全を確保してのち、本部の指示により防災活動にあたる。 

 

第２ 応急教育対策 

 １ 応急教育の実施 

   教育委員会は、災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、教職員、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。 

 ２ 被害状況の把握及び報告 

   各小・中学校等は、応急教育の円滑な実施を図るため、速やかに生徒等、教職員及び施設

の被害状況を把握し教育委員会等に報告する。 

 ３ 応急教育施設の確保 

   教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるため、施設の効率的

な利用を図る。 

   なお、避難場所に学校を提供したため、長期間学校が使用不可能な場合についての対応も

検討しておくものとする。 

 （１）被害箇所及び危険箇所の応急修理 

    被害箇所及び危険箇所は、早急に修理し、正常な教育活動の実施を図る。 

 （２）公立学校の相互利用 

    授業の早期再開を図るため、被災を免れた公立学校施設を相互に利用する。 

 （３）仮設校舎の設置 

    校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて、授業の早期再開

を図る。 
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 （４）公共施設の利用 

    被災を免れた中央公民館やコミュニティセンター等の社会教育施設、体育施設、その他

公共施設を利用して、授業の早期再開を図る。 

 ４ 生徒等並びに教職員の心身の健康に関する実態把握及び対応  

 （１）教育委員会は、各校の生徒等並びに教職員の心身の健康状態について調査し、実態を把

握するとともに調査の結果、必要のある時は、関係行政機関や専門機関及び専門家を総括

している機関との連絡体制の確立等の措置を講ずるものとする。 

 （２）教育委員会は、生徒等並びに教職員の心の健康に関する相談窓口を開設し、災害後も必

要に応じて継続的に、生徒等並びに教職員の心身の健康に関する実態を把握することに努

める。 

 ５ 教員の確保 

 （１）臨時参集 

    教員は原則として各所属に参集するものとする。 

    ただし、交通途絶等で登校不能な場合は、最寄りのコミュニティセンター等の町有施設

（幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の別）に参集する。 

   ア 参集教員の確認  

     各学校においては、責任者（学校付近居住者）を定め、参集した教員の学校名、職、

氏名を確認し、人員を掌握する。  

   イ 参集教員の報告  

     学校で掌握した参集教員の人数等については、県教育庁義務教育課、高校教育課、特

別支援教育課を通じて県教育庁教育総務課に報告する。  

   ウ 県教育委員会の指示  

     県教育庁教育総務課は、前項で報告された人数、その他の情報を総合判断し、県立学

校に対しては高校教育課、特別支援教育課を通じて、町教育委員会に対しては会津教育

事務所を通じて、教員の配置等適宜指示連絡をする。  

   エ 臨時授業の実施  

     通信の途絶又は交通機関の回復が著しく遅れた場合には、各学校において参集した教

員をもって授業が行える態勢を整える。 

 （２）退職教員の活用 

    災害により教員の死傷者が多く、平常授業に支障を来す場合は、退職教員を臨時に雇用

するなどの対策をたてる。 

 ６ 学用品の確保のための調査 

 （１）教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を調査し

県へ報告する。また、調査の結果、教科書等の学用品の確保が困難な場合は県へ協力要請

する。 

 （２）被害生徒等の不足教材、学用品は災害の発生と同時にその実態を品目別、数量を児童、

生徒の個人別表により把握集計して購入配給計画を策定するものとする。その場合の業務

担当は教育部（教育課・子ども課）職員とし、教科書については教科書会社及び販売店と
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の連絡を密にして調達、配給の確保に努める。 

 （３）調査の結果、教科書等の学用品の確保が困難な場合は県へ協力要請する。 

 ７ 避難所として使用される場合の措置 

   学校は教育の場としての機能とともに避難所としての機能も有するが、学校は基本的には

教育施設であることに留意する必要がある。このため町は、事前に教育機能維持と施設の安

全性の視点から使用施設の優先順位について、事前に協議し、その結果を学校管理者に通知

しておくものとする。 

   避難所が設置された以降は、学校機能部分と避難所部分を明示するとともに、避難所運営

についての学校側の担当職員を定め、町担当者、地域住民等と協議を行いながら、避難所の

運営に当たっていくものとする。 

 ８ 児童・生徒へのメンタルヘルス対策 

   町は、学校機能が再開した場合においては、大規模災害によって不安定になりがちな児童

及び生徒に対し、カウンセラーを学校に派遣し、心のケアに努める。 

 ９ 授業料の減免 

   被災によって授業料の減免等が必要と認める者については、関係条例及び規則の定めると

ころにより、授業料の全部又は一部を免除する等の特別措置を講ずる。 

 

第３ 社会教育施設（文化財）の応急対策計画 

 １ 建物及び搬出不可能な文化財等の対策 

   この対策については常に防災診断等を行い、予防及び応急対策の計画を立て文化財等の保

全に努める。 

 ２ 搬出可能な文化財等の場合 

   各文化財等について、その性質及び保全等について知識のある者を責任者に定め、搬出に

当たっての安全を期すること。 

 ３ 史跡等の応急対策 

   史跡等の応急対策については、史跡の管理を中心としてその性質等によって災害時の応急

措置ができるよう計画すること。また、被災した場合には、教育委員会は、被害状況の調査

を行い、県教育委員会へ報告する。なお、被害が発生した場合は、次の事項を早急に進める

ものとする。 

 （１）被害が小さいときは、至急、応急修理を行う。 

 （２）被害が大きいときは損壊の拡大を防ぎ、覆屋などを設ける。 

 （３）被害の大小に関わらず、防護柵を設け、現状保存を図れるようにする。 

 ４ 避難所として使用される場合の措置 

   各地区コミュニティセンター並びに中央公民館等は、社会教育の場としての機能とともに

避難所としての機能も有する。このため総務課、政策財務課及び教育課は、事前に施設の安

全性の視点から使用施設の優先順位について、事前に協議し、その結果を管理者に通知して

おくものとする。 

   避難所が設置された以降は、社会教育機能部分と避難所部分を明示するとともに、避難所
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運営についての担当者を定め、地域住民等と協議を行いながら、避難所の運営に当たってい

くものとする。 

 

 

第２３節 町管理施設の応急対策 

（総務課、政策財務課、生活課、建設課、産業課、教育課、子ども課） 

 災害応急対策及び災害復旧対策の遂行上重要な、又は影響の大きい町管理施設の速やかな機能

回復及び復旧を図るものとする。 

 

第１ 建築物等の応急対策 

  役場庁舎、集会所等の多数の者が利用する施設及び社会福祉施設等においては、災害が発生

した場合、町は当該施設の管理者としてあらかじめ定められた防災計画等の計画に基づき、利

用者の安全対策、避難誘導、施設点検、被害状況の報告等の応急対策を行うこととなるが、次

のような施設については、各施設の管理者の指示するところによるものとする。 

 １ 役場庁舎 

 （１）住民、職員等の避難、誘導方法 

 （２）負傷者の措置方法 

 （３）電気施設の点検及び修復方法 

 （４）電話施設の点検及び修復方法 

 （５）無線通信施設の点検及び修復方法 

 （６）給排水施設の点検及び修復方法 

 （７）冷暖房設備の点検及び修復方法 

 （８）建築物の点検及び修復方法 

 ２ 学校・社会教育施設（第２２節文教対策） 

 ３ 保育所・幼稚園 

 （１）保育所・幼稚園の被害状況の把握方法 

 （２）保護者への連絡・引き渡し方法 

 （３）被害調査及び安全確保方法 

 （４）応急復旧の方法 

 ４ 町営住宅 

   入居者の生活に必要な最小限の施設・設備機能を確保するための方法 

 ５ 社会福祉施設 

   被害箇所のうち特に安全上支障をきたすと思われるものの復旧措置 

 ６ 保健福祉施設 

   被害箇所のうち特に安全上支障がきたすと思われるものの復旧措置 

 

第２ 土木施設の応急対策 

 １ 道路、橋梁 
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   災害時に交通施設を確保することは特に重要であり、ここでは道路及び橋梁の被害状況、

危険箇所の把握方法、被害箇所の応急措置方法、代替道路の確保方法等について定める。 

 （１）道路、橋梁の危険箇所の把握 

   ア 町の管理する道路 

     町の管理する道路の破損、決壊、橋梁の流失その他交通に支障を及ぼすおそれのある

箇所を早急に把握し、迅速かつ適切な措置をとる。 

   イ 国、県の管理する道路 

     応急対策活動上重要となる国道及び県道の被害状況、復旧見通し等の情報を町が収集

する。 

 （２）応急措置 

   ア 町の管理する道路に対する措置方法 

     町長は、町の管理する道路に災害が発生した場合は、直ちに応急措置を行うよう努め

るとともに、迂回路がある場合はこれにより交通の確保をする。 

   イ 国、県の管理する道路に対する措置要請 

     国道及び県道に対する措置が実施される必要がある場合は、国や県に対し措置要請を

行う。 

     ａ 要請先   ｂ 要請事項   ｃ 要請理由 

 ２ 河川 

   災害が発生した場合は、管渠、ポンプ場、処理上等の被害を防止するとともに被害が発生

したときは、その応急復旧を行い河川施設の損壊や浸水の防止等を図る。 

 （１）被害状況の把握 

 （２）応急復旧要員の確保方法 

 （３）応急復旧用資材の確保方法 

 （４）応急措置方法 

 ３ ため池及び用水路 

   施設に破損又は決壊の危険が生じた場合を考慮して以下の項目について定める。 

 （１）被害状況の把握方法 

 （２）危険性の通報・避難方法 

 （３）関係機関との連絡調整後の緊急放流 

 （４）雨水進入防止対策（土のう積み、シート掛け） 

 （５）監視体制の強化（二次災害の防止） 

 ４ 上水道（第２１節生活関連施設の応急対策） 

 ５ 下水道（第２１節生活関連施設の応急対策） 

 

 

第２４節 要配慮者対策 

（総務課、生活課、社会福祉協議会、国際交流協会） 

 災害発生時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等いわゆ
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る「要配慮者」は、災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生活等のそれぞれの場

面で困難に直面することが予想される。 

 このため、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において、配慮する必要があるとともに、災害

発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における保健福祉サービスの提供等が求められる。 

 

第１ 要配慮者に係る対策 

  非常災害の発生に際しては、平常時より在宅保健福祉サービス等の提供を受けている者に加

え、災害を契機に新たな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、災害発生後の時間の経過の各段階におけるニーズに合わせ、的確なサービス

の提供を行っていく必要がある。 

  このため、町は、以下の点に留意しながら、民生（児童）委員等の協力を得ながら、要配慮

者対策を実施する。 

 １ 在宅保健福祉サービス利用者、独り暮らし高齢者、障がい者、難病患者等の名簿を利用す

る等により、居宅に取り残された要配慮者の迅速な発見に努める。 

 ２ 避難行動要支援者名簿により、避難行動要支援者の所在の把握に努める。避難していない

避難行動要支援者を発見した場合には、当該避難行動要支援者の同意を得て、必要に応じ、

以下の措置をとるものとする。 

 （１）避難所へ移動すること。 

 （２）社会福祉施設への緊急入所を行うこと。 

 （３）居宅における生活が可能な場合にあっては、在宅保健福祉ニーズの把握に努めること。 

 （４）障がい者及び寝たきり高齢者等の避難には、リフト車などの特殊車両が必要となるので、

必要に応じ、災害時応援協定に基づき、指定居宅介護支援事業者や指定居宅サービス事業

者等に輸送協力を要請する。 

 ３ 要配慮者に対する保健福祉サービスの提供を、遅くとも発災１週間後を目途に組織的・継

続的に開始できるようにするため、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こと。また、避難の長期化等必要に応じて、健康状態の悪化

を防止するための適切な食料等の分配、食事の提供等の栄養管理に配慮した物資の調達に努

めるものとする。 

 

第２ 社会福祉施設等に係る対策 

 （１）被災地に隣接する地域の社会福祉施設等は、施設の機能を低下させない範囲で、援護の

必要性の高い被災者を優先し、施設への受け入れに努めるものとする。 

 （２）被災社会福祉施設等は、水、食料品等の日常生活用品及びマンパワーの不足数について

把握し、近隣施設、市町村、県等に支援を要請する。 

 （３）町は、以下の点に重点を置いて社会福祉施設等の支援を行う。 

   ア ライフラインの復旧について、優先的な対応が行われるように事業者に要請すること。 

   イ 復旧までの間、水、食料品等の必須の日常生活用品の確保のための措置を講ずること。 

   ウ ボランティアへの情報提供などを含め、マンパワーの確保に努めること。 
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第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

  町は、避難所や在宅における一般の要配慮者対策に加え、以下の点に留意しながら障がい者

及び高齢者に係る対策を地域住民、自主防災組織等の協力を得て実施する。 

 １ 被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努める。 

 ２ 防災行政無線、掲示板、広報誌等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラ

ジオ、文字放送等を利用することにより、被災した障がい者及び高齢者に対して、生活必需

品や生活可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行う。 

 ３ 避難所等において、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、障がい者用携帯

便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこ

と。 

 ４ 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行なう等当該物資の確保を図

ること。 

 ５ 避難所や在宅における障がい者及び高齢者に対するニーズ調査を行い、介護職員等の派遣

や施設への緊急入所等等必要な措置を講ずること。 

 

第４ 児童に係る対策 

 １ 要保護児童の把握 

   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。 

 （１）避難所の責任者を通じ、避難所における児童福祉施設からの避難児童、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、町に対し、通報がなされるような措置を講ず

ること。 

 （２）住民基本台帳による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び住

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

こと。 

 （３）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、その情報を親族に提供

する。 

 （４）孤児、遺児等の保護を必要とする児童を発見した場合には、親族による受け入れの可能

性を探るとともに、養護施設への受け入れや里親への委託等の保護を行うこと。 

    また、孤児、遺児等については、県における母子福祉資金の貸し付け、社会保険事務所

における遺族年金の早期支給手続きを行うなど、社会生活を営む上での経済的支援を行う

こと。 

 ２ 児童のメンタルヘルスケアの確保 

   被災児童の精神不安定に対応するため、関係機関との連携の下、児童相談所において、メ

ンタルヘルスケアを実施する。 

 ３ 児童の保護等のための情報伝達 

   被災者に対し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力等の活用により、要保護児童を

発見した際の保護及び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、遺児関連



第２編 一般災害対策編 第２章 災害応急対策計画 

－ 150 － 

用品の供給状況、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等について

的確な情報提供を行う。 

 

第５ 外国人に係る対策 

 １ 避難誘導 

   語学ボランティアの協力を得て、広報車や防災行政無線を活用して外国語による広報を実

施し、外国人に対する避難誘導を行う。 

 ２ 安否確認 

   安否について、相談窓口を設置するとともに、必要に応じて語学ボランティア等の協力を

得ながら調査班を編成し、外国人登録原票等に基づき外国人の安否確認に努める。 

 ３ 情報提供 

 （１）避難所及び在宅の外国人への情報提供 

    町は、避難所や在宅の外国人の生活を支援するため、語学ボランティア、町国際交流協

会等の協力を得て外国人に配慮した生活情報の提供をチラシ、インターネット通信等を活

用し、外国語による情報提供を含めて行う。 

 ４ 相談窓口の開設 

   語学ボランティア、町国際交流協会等の協力を得て、速やかに外国人の「相談窓口」を設

置し、生活相談に応じるものとする。 

 

 

第２５節 ボランティアとの連携 

（生活課、社会福祉協議会、ＮＩＶＯ） 

 大規模な災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するためには、防災関係機

関だけでは、十分に対応することができないことが予想される。 

 このため、防災関係機関は、ボランティアの協力を得ながら、効率的な災害応急活動を行える

ようボランティアの有効な活用を図るものとする。 

 なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化していくこ

とに留意する必要がある。 

 

第１ ボランティア団体等の受入れ 

 １ ボランティアの受入れ 

   ボランティアを必要とする応急対策の内容及び場所の把握に努め、日本赤十字社福島県支

部奉仕団、各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等があった場合には迅速かつ的確に

受け入れるものとする。 

   また、被災地外からのボランティアの受け入れ、活動調整等については、日本赤十字社福

島県支部、社会福祉協議会、県内ボランティア団体等へ協力を依頼するとともに、一般ボラ

ンティアのコーディネートを行うボランティアセンターを町単位に設置し、対応に当たる。 

   なお、町は、組織化されていないボランティアについての受け入れに当たっては、ボラン
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ティアが居住している市町村が、社会福祉協議会等を窓口として取りまとめ、一定の組織化

を行っていただいた後に、ボランティア派遣を受け付けるものとし、受入れに当たっては、

コーディネート機能を有するボランティア団体に窓口を依頼するなど、効率的な活用を図る

ものとする。 

 ２ 情報提供 

   ボランティア団体等を迅速かつ的確に受け入れるために、災害対策本部の中にボランティ

ア団体に対する情報提供の窓口を設け、求められるボランティア活動の内容、必要人員、活

動場所等についての情報提供に努める。 

   特に、発災直後においては、近隣地方公共団体や報道機関の協力を得て、最優先に求め

られるボランティア活動内容等についての情報提供を行うものとする。 

 ３ 活動拠点の提供 

   必要に応じてボランティア活動の拠点となる施設の提供を行うものとする。 

 

第２ ボランティア団体等の活動 

  ボランティア団体等の活動内容は、主としては次のものが想定される。 

 １ 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

 ２ 炊き出し、その他の災害救助活動  

 ３ 医療、看護 

 ４ 高齢者介護、看護補助、外国人への通訳 

 ５ 清掃及び防疫 

 ６ 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

 ７ 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

 ８ 災害応急対策事務の補助 

 ９ 建築物及び土砂災害危険箇所の応急危険度判定 

 10 無線による情報収集及び伝達 

 11 被災ペットの救護活動 

 

第３ ボランティア保険の加入促進 

  町及びボランティア関係団体は、ボランティア保険への加入を広報等を通じて呼びかけると

ともに、町は、災害態様、積極的なボランティア募集の有無等に応じて、保険料の助成を検討

するものとする。 

 

 

第２６節 災害救助法の適用等 

（総務課） 

 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、県知事は、

法定受託事務としてその救助の実施に当たるものとされていることから、町は、県知事の指示に

従い、対処する。 



第２編 一般災害対策編 第２章 災害応急対策計画 

－ 152 － 

第１ 災害救助法の適用 

 １ 災害救助法の概要 

 （１）本法による救助は、一時的な応急救助であり、個人の基本的生活権の保護と全体的な社

会秩序の保全が目的であり、国の責任において行われるものであるが、その実施にあたっ

ては県知事があたることとされている。この場合、災害救助法に基づく救助の部分につい

ては町長が県知事に権限の一部を委任され、また、県知事を補助して行うものである。 

 （２）救助の実施を市町村長に委任した方が、より迅速に災害に対処できると判断されるよう

な場合には、県知事は、事前に救助に関する権限の一部を町長に委任することができるこ

ととされている。（法第１３条第１項） 

 ２ 災害救助法における留意点 

 （１）災害救助法は、住家の被害が一定の基準を超えた場合等に、知事が町長の要請に基づき、

町の区域単位で適用するものであるので、被害状況の把握については、迅速かつ的確に行

わなければならない。 

 （２）被害の認定については、災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助の実

施に当たって、その種類、程度及び期間の決定にも重大な影響を及ぼすものであるので、

適正に行わなければならない。 

 （３）被害の認定は、専門技術的視野に立って行わなければならない面もあり、町においては、

あらかじめ建築関係技術者等の専門家を確保しておくことも必要である。 

 

第２ 災害救助法の適用基準 

 １ 適用基準 

   災害救助法による救助は、災害が発生した町の人口に応じ、住家が減失した世帯の数が一

定の基準を達するとともに被災者が現に救助を必要としている状況にあるとき適用される。 

 （１）住家の減失した世帯の数が町域内で５０世帯以上に達した場合 

 （２）福島県の区域内の被害世帯数が２,０００世帯以上に達し、本町における被害世帯数が 

２５世帯以上に達した場合 

 （３）福島県の区域内の被害世帯数が９,０００世帯以上に達し、本町における被害世帯数が多

数である場合 

 （４）災害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難と

する特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が減失した場合 

 （５）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合 

 ２ 住家滅失世帯の算定等 

   災害救助法適用基準における「住家滅失世帯」の算定に当たっては、住家の滅失（全焼・

全壊・全流失）した世帯を標準としており、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１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住不可能とな

った世帯については３世帯をもって１世帯とみなす。 

  被害の認定基準については、資料編「被害の認定基準一覧」のとおりである。 
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第３ 災害救助法の適用手続き 

 １ 災害救助法による救助は、町の区域単位で実施されるものであり、町における被害が第２

の１に掲げた適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときには、町長は直

ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 ２ 災害の事態が緊迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、町長は、災

害救助法施行令８条の規定に基づき、災害救助法による救助に着手することができる。また、

町長はこの救助に着手したときはその状況を直ちに知事に報告し、その後の処置に関して知

事の指揮を受けなければならない。 

 

第４ 災害救助法による救助の種類及び職権の委任等 

 １ 救助の種類 

 （１）避難所の設置（応急仮設住宅を含む）の供与 

 （２）炊き出し等による食品及び飲料水の供給 

 （３）被服、寝具等の生活必需品の給与又は貸与 

 （４）医療及び助産 

 （５）被災者の救出 

 （６）被災した住宅の応急修理 

 （７）生業に必要な資金、器具、資料の給与・貸与 

 （８）学用品の給与 

 （９）埋葬 

 （10）死体の捜査及び処理 

 （11）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

 （12）応急救助のための搬送・賃金職員等 

 ２ 職権の委任 

   災害救助法第２９条の規定により、町長が救助費用を繰替支弁したときの交付金の交付に

ついては、「災害救助費繰替支弁金交付要綱」に基づき行うものとする。 
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                         福島県防災ヘリによる救助訓練 

                        平成 26 年 8 月 30 日実施 

                      広瀬地区防災訓練 
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第３章 災害復旧対策計画 

 

第１節 公共施設の災害復旧（対策）計画 

（総務課、政策財務課、生活課、建設課、産業課、教育課） 

 災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原型復旧に併せて、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樹立し、早期復

旧を目標にその実施を図るものとする。この計画の策定に当たっては、災害応急対策を講じ

た後、被害の程度を十分検討して作成するものとする。 

 なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場合は、

「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」に基づく激甚災害の指定を、

早期に受けられるよう努めるものとする。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

  町は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管す

る公共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成するものとする。 

 １ 災害復旧計画の基本方針 

   復旧事業計画の基本方針については、次のとおりとする。 

 （１）災害の再発防止 

    災害発生後、被災した各施設の被災原因、被災状況等を的確に把握し、再度災害の発生

を防止に努めるよう関係機関は、十分連絡調整を図り計画を作成する。 

 （２）災害復旧事業時間の短縮 

    復旧事業計画の樹立に当たっては、被災状況を的確に把握し、速やかに効果の上がるよ

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。 

 ２ 災害復旧対策計画の事項別項目 

 （１）公共土木施設災害復旧事業計画 

   ア 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

   イ 砂防設備事業復旧計画 

   ウ 林地荒廃防止施設事業復旧計画 

   エ 道路公共土木施設事業復旧計画 

 （２）農林水産業施設事業復旧計画 

 （３）都市災害復旧計画 

 （４）上、下水道災害復旧事業計画 

 （５）住宅災害復旧事業計画 

 （６）社会福祉施設災害復旧事業計画 

 （７）学校教育施設災害復旧事業計画 

 （８）社会教育施設災害復旧事業計画 

 （９）復旧上必要な金融その他資金計画 
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 （10）被災中小企業振興計画 

 （11）被災者の生活確保計画 

 （12）その他の災害復旧計画 

 

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

  町は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費用の全部又は一部を、

国又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定を受けるため査定計画を作成

し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。 

  このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により、緊急の場合

に応じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要

な措置を講ずる。 

  なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同法施行令、

同法施行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同法査定方針により明らかにされている。 

  災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基

づき決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う

災害復旧事業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（以下この節にお

いて「激甚法」という。）に基づき援助される事業は、以下のとおりである。 

 １ 法律の基づき一部負担又は補助するもの 

 （１）公共土木施設災害復旧事業国庫負担法 

 （２）公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

 （３）公営住宅法 

 （４）土地区画整理法 

 （５）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 

 （６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 （７）予防接種法 

 （８）都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき、予算の範囲内

で事業費の２分の１を国庫補助する。 

 （９）農林水産施設災害復旧費国庫負担の暫定措置に関する法律 

 （10）県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

 ２ 激甚災害に係る財政援助措置 

   災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した

場合には、町は、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が受

けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置するも

のとする。 

   なお、激甚災害に係る公共施設等の復旧に対する財政援助措置の対象は、以下のとおりで

ある。 

 （１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

   ア 公共土木施設災害復旧事業  
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   イ 公共土木施設災害関連事業  

   ウ 公立学校施設災害復旧事業  

   エ 公営住宅災害復旧事業  

   オ 生活保護施設災害復旧事業  

   カ 児童福祉施設災害復旧事業  

   キ 老人福祉施設災害復旧事業  

   ク 身体障がい者社会参加支援施設災害復旧事業  

   ケ 障がい者支援施設等災害復旧事業  

   コ 婦人保護施設災害復旧事業 

   サ 感染症指定医療機関の災害復旧事業  

   シ 感染症予防事業  

   ス 堆積土砂排除事業  

   （ア）公共施設の区域内の排除事業  

   （イ）公共的施設区域外の排除事業  

   セ たん水排除事業 

 （２）農林水産施設災害復旧事業等に関する特別の助成 

   ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置  

   イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例  

   ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助  

   エ 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  

   オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助  

   カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助  

   キ 共同利用小型漁船の建造費の補助  

   ク 森林災害復旧事業に対する補助  

   ケ 治山施設災害復旧事業に対する補助 

 （３）中小企業に関する特別の助成 

   ア 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等の特例  

   イ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 （４）その他の財政援助及び助成 

   ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助  

   イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助  

   ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例  

   エ 母子及び寡婦福祉資金貸付けの特例  

   オ 水防資器材費の補助の特例  

   カ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例  

   キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設、林地被害及び林道の小災害復旧事業

に対する特別の財政援助  

   ク 雇用保険法による求職者給付に関する特例 
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第３ 激甚災害の指定 

  町は、県が行う激甚災害及び極地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 

 

第４ 災害復旧事業の実施 

  町は、復旧事業を早期に実施し災害により被害を受けた施設の復旧を迅速におこなうため、

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、必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

 

第２節 被災者の生活確保対策 

（総務課、政策財務課、生活課、建設課、産業課、社会福祉協議会） 

 大規模災害時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危

険に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、速やかな災害復

旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、

防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のため緊急措置を講ずるものとする。 

 

第１ 義援金の配分 

 １ 義援金の受け入れ配分 

   町に寄託された義援金は、義援金配分委員会を組織して、協議のうえ被災者へ配分する。 

 ２ 配分計画 

   被災地区、被災人員数及び世帯数、被災状況等を勘案して、世帯及び人員を単位として計

画し、対象は住宅被害（全壊、流失世帯又はこれに準ずるもの）、人的被害等とする。 

 ３ 迅速、透明な配分 

   義援金の配分については、あらかじめ基本的な配分方法を定めるなど迅速な配分に努める

とともに、情報公開を徹底し、十分に透明性を確保するものとする。 

 

第２ 被災者の生活確保 

 １ 公営住宅の一時使用 

 （１）実施機関等 

   ア 災害により住居を滅失又は焼失した低額所得者の被災者に対する住宅対策として、既

設公営住宅の一時使用し、住居の確保を図るものとする。 

   イ 一時使用は、地方自治法第２３８条の４第４項による目的外使用許可により行う。 

 （２）実施方法等 

   ア 一時使用対象者 

     災害により被災し、自らの資力では住宅を確保できない者であって、次に掲げるいづ

れかに該当する者とする。 

   （ア）住宅が全壊、全焼叉は、流失した者であること。 

   （イ）居住する住宅がない者であること。 
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   （ウ）生活保護法の被保護者もしくは要保護者。 

   （エ）特定の資産を持たない、失業者、寡婦（夫）、ひとり親世帯、高齢者、病弱者、身体

障がい者及び小企業者。 

   （オ）これらに準じる者であること。 

   イ 一時使用対象者の選定 

   （ア）公営住宅の一時使用の選定については、町長が行うものとする。 

   （イ）公募によらない入居とし、収入基準等の入居資格要件を問わないものとする。 

   ウ 一時使用の期間 

     一時使用の条件は、原則として町が次の事項に留意し定めるものとする。 

   （ア）一時使用の期間 

   （イ）家賃及び敷金の負担者 

   （ウ）電気、ガス、水道並びに共益費の負担者 

   （エ）退去時の修繕義務 

     その他は、公営住宅法、同法施行令、会津坂下町営住宅管理条例等を準用する。 

   エ 一時使用される住宅の戸数 

   （ア）一時使用させる戸数は、公営住宅等の通常の入居希望者に支障が出ない範囲で行う

ものとする。 

   （イ）町は、提供する住宅が不足している場合は、周辺の地方公共団体が所有する公営住

宅等の提供を依頼するものとする。 

   （ウ）町が、前項の依頼を受けた場合、被災者を受入れることのできる住宅がある場合は、

町長の承認を受け、被災者に提供する。 

   オ 正式入居の措置 

     一時使用を行った者について、公営住宅法の入居資格要件に該当する者については、

必要に応じて、公営住宅法第２２条、同法政令第５条に基づく特定入居として正式な入

居とする。 

 ２ 租税の徴収猶予及び減免等 

   被災者に対し、地方税法又は会津坂下町被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免

に関する条例等の規定により、租税の徴収猶予及び減免等それぞれの事態に対応して適切な

措置を講ずるものとする。 

 ３ 職業のあっせん 

   被災者が災害のため、転職又は一時的に就職を希望している場合は、会津若松公共職業安

定所と連絡協力して、職業のあっせんに努めるものとする。 

 ４ 郵便関係の措置等 

   会津坂下町内の郵便局は、災害が発生した場合には、会津坂下町との災害時における相互

協力に関する覚書により災害対策の効果的な推進に向けた協力に努めるものとする。 

 （１）災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に関わる災害特別事

務取扱い及び援護対策 

 （２）必要に応じ、避難所に臨時に郵便差出箱の設置 
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第３ 被災者生活再建支援法に基づく支援 

 １ 制度の趣旨  

   一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、「被災者生活

再建支援法」（以下「支援法」という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活

の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するものとする。  

 ２ 支援法の対象となる自然災害  

   自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

により生ずる被害（法第２条第１号）で、次のいずれかに該当するものとされている。  

 （１）災害救助法施行令第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

項のいわゆる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（施行令第１条第１号）  

 （２）１０以上の世帯の住宅が全壊した市区町村における自然災害（施行令第１条第２号） 

 （３）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（施行令第１条第３号） 

 （４）（１）又は（２）の被害が発生した市町村を含む都道府県で５以上の世帯の住宅が全壊

する被害が発生した市町村（人口10万未満に限る。）における自然災害（施行令第１条第

４号） 

 （５）（３）又は（４）の都道府県に隣接する都道府県の区域内の市町村（人口１０万未満に

限る）で、（１）～（３）の区域のいずれかに隣接し、５以上の世帯の住宅が全壊した市

町村における自然災害（施行令第１条第５号）  

 （６）（３）又は（４）に規定する都道府県が２以上ある場合における市町村（人口１０万未

満のものに限る。）の区域であって、その自然災害により５（人口５万未満の市町村にあ

っては、２）以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害（施行

令第１条第６号）  

 ３ 支援法の対象となる世帯  

   支援法の対象となる被災世帯は下記のとおり。  

 （１）居住する住宅が全壊した世帯（以下「全壊世帯」という。）（法第２条第２号イ）  

 （２）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、住宅の倒壊による

危険を防止する必要があること、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じるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は解体されるに

至った世帯（以下「解体世帯」という。）（法第２条第２号ロ）  

 （３）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、居住す

る住宅居住不能となり、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（以

下「長期避難世帯」という。）（法第２条第２号ハ）  

 （４）居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなけれ

ば当該住宅に居住することが困難である世帯（以下「大規模半壊世帯」という。）（法第

２条第２号ニ）  

 ４ 支援法の適用手続き  

 （１）被害状況報告  
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    町長は、当該自然災害に係る被害状況を収集し、速やかに知事に対して報告するものと

する。 

 （２）県の被害状況報告及び公示  

    知事は、市町村長からの報告を精査した結果、発生した災害が支援法対象の自然災害に

該当するものと認めた場合は、速やかに内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活再

建支援法人に報告するとともに、支援法対象の自然災害であることを速やかに公示するも

のとする。 

 ５ 支援金支給の基準  

   対象世帯と支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。  

 （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 

複数世帯 単数世帯 

全壊世帯（法第２条第２号イ）  １００万円 ７５万円 

解体世帯（法第２条第２号ロ） １００万円 ７５万円 

長期避難世帯（法第２条第２号ハ） １００万円 ７５万円 

大規模半壊世帯（法第２条第２号ニ） ５０万円 ３７.５万円 

 

 （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 

複数世帯 単数世帯 

居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 

 （法第３条第２項第１号） 
２００万円 １５０万円 

居住する住宅を補修する世帯 

（法第３条第２項第２号） 
１００万円 ７５万円 

居住する住宅を賃貸する世帯 

（公営住宅を除く）（法第３条第２項第３号） 
５０万円 ３７.５万円 

  ※ 住宅の再建方法が２以上に該当する場合の加算支援金の額は、そのうちの最も高いもの

とする。 

 ６ 支給申請書等の提出  

 （１）支給申請手続き等の説明  

    町は、被災世帯の世帯主に対し、支援制度の内容、支給申請手続き等について説明する

ものとする。  

 （２）書類の発行  

    町は、支給申請書に添付する必要のある下記の書類について、被災世帯の世帯主からの

申請に基づき発行するものとする。  

   ① 住民票など世帯が居住する住所の所在、世帯の構成が確認できる証明書類  

   ② 住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けたことが確認できる罹災証明書（住宅に半壊

の被害を受け、やむを得ず解体した場合も同様。）  

   ③ 長期避難世帯に該当する旨の証明書面  
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 （３）支給申請書等の送付  

    町は、被災世帯の世帯主から提出された支給申請書及び添付書類を確認し、速やかに県

に送付するものとする。  

    県は、市町村から送付された申請書類等を確認し、速やかに被災者生活再建支援法人に

送付するものとする。 

 （４）支援金の支給  

    被災者生活再建支援法人は、支援金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し支

援金を支給する。  

 （５）支援金支給事務の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 災害弔慰金の支給  

  町長は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、町の条例に基

づき、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

 １ 対象災害  

 （１）会津坂下町において住居が５世帯以上滅失した災害 

 （２）福島県内において住居が５世帯以上滅失した市町村が３以上ある場合の災害 

 （３）福島県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

 （４）災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害  

 ２ 支給限度額  

   死亡時において、生計を維持していた者の場合 ５００万円、その他の者の場合 ２５０万

円を限度として支給する。 

 

第５ 資金の融資等 

 １ 農林漁業資金の確保 

   被災した農林漁業者等の経営の維持等に必要な資金及び被災した施設の復旧に必要な資金

の融通が円滑に行われ、農林漁業の再生産力を確保し経営の維持安定を図るため会津みどり

農協及び関係機関の協力を得て次の措置を講ずるものとする。 

 （１）国及び関係機関に対する天災融資法の発動要請並びに同法による天災資金（経営資金）

のあっせん、活用並びに同資金に対する利子補給の実施 

 （２）災害に対処するために設けられている農林漁業金融公庫資金の斡旋、活用 

 （３）天災資金等の農林漁業制度資金を借り入れるまでに必要なつなぎ資金の斡旋、活用 

 （４）農協等融資機関に対する既往資金の返済条件等の緩和要請 
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 ２ 中小企業資金の確保 

   被災した中小企業者の施設の復旧に要する資金並びに事業資金の融資が円滑に行われて、

早期に経営の安定が得られるようにするため、商工会及び関係機関の協力を得て、次の措置

を講ずるものとする。 

 （１）国民金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫の政府系中小企業金融機関の「災

害復旧貸付」の円滑な融資を関係金融機関に対し要請する。 

 （２）銀行、信用金庫及び信用組合等の金融機関の中小企業向融資の配慮、信用保証協会の保

証枠の確保等の措置を当該金融機関等に対し要請するとともに、当該措置の実施の確保に

ついて努力する。 

 （３）中小企業者の負担を軽減し、復旧を促進するため、激甚災害の指定を受けるために必要

な措置を講ずる。 

 ３ 福祉関係  

 （１）災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付  

    町は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対して生活の立て直しに必要な資金を融資するものとする。 

 

第６ 罹災証明書等の交付 

  町は、あらかじめ被害認定及び罹災証明交付の担当組織を明確にするとともに、迅速かつ適

正に事務処理を行うことができるよう組織体制を確立する。この場合において、被災者の利便

を図るため、窓口を設置するとともに、被災者への交付手続き等についての広報に努める。 

 

第７ 被災者台帳の作成 

  町は、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、被災者の援護を実施するための

基礎とする台帳（被災者台帳）を作成する。 

 １ 被災者台帳に記載する内容 

 （１）氏名  

 （２）生年月日 

 （３）性別 

 （４）住所または居所 

 （５）住家の被害その他町が定める種類の被害の状況 

 （６）援護の実施の状況 

 （７）要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

 （８）電話番号その他連絡先 

 （９）世帯の構成 

 （10）罹災証明書の交付状況 

 （11）台帳情報を町外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先 

 （12）台帳情報を提供して場合には、その旨及びその日時 

 （13）被災者台帳の作成にあたって行政手続きにおいて特定の個人を識別するための番号の利
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用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号を利用する場合には、被災者に係る個

人番号（マイナンバー） 

 （14）その他被災者の援護の実施に関し町長が必要と認める事項 

 ２ 台帳情報の利用及び提供 

 （１）台帳情報の提供 

    町長は、以下のいずれかに該当すると認める時は、台帳情報を利用の目的以外の目的の

ために自ら利用し、または提供することができる。なおこの場合、被災者に係る個人番号

（マイナンバー）は含まないものとする。 

   ア 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。 

   イ 町が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

   ウ 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、

被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

 （２）台帳情報の提供に関し必要な事項 

    台帳情報の提供を受けようとする者（申請者）は、以下の事項を記載した申請書を台帳

情報を保有する町長に提出しなければならない。 

   ア 申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

   イ 申請に係る被災者を特定するために必要な情報 

   ウ 提供を受けようとする台帳情報の範囲 

   エ 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係る者が含まれている場合にはそ

の使用目的 

   オ 台帳情報の提供に関し町長が必要と認める事項 
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第１章 総則 

 

第１節 計画の目的及び方針 

 

第１ 計画の目的 

  当計画の地震災害対策編は、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、大地震が発生した場合にとるべき地震災害応急対策を中心に、日常の啓発、訓練及び緊

急整備事業等について地震防災計画を作成する等地震防災体制の推進を図るものとする。 

  また、大地震が発生した場合、木造建物の倒壊及び火災による消失等の被害は大きく、その

他崖崩れ等の被害も予想され、阪神・淡路大震災などの大規模震災の例に見られるような電気、

水道、道路などライフラインの寸断、交通の混乱等が予測される。 

  この計画は、地震予防対策、地震災害応急対策等に係る措置、地震防災上緊急に整備すべき

施設等の整備、大震災に係る防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項等につい

て定め、これを推進することにより町民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護する

ことを目的とする。 

 

第２ 計画の指針 

 １ 本計画は、大地震の発生に伴う被害の発生を防止し軽減するための町及び防災関係機関の

講ずべき措置を定めるものとする。 

 ２ 本計画は、震災時における応急対策を中心に作成ものとする。併せて教育、広報、訓練及

び緊急整備事業等平常時における対策についても計画化するものとする。 

 ３ 本計画は、防災関係機関等とともに引き続き研究協議し、検証を行い、計画内容の充実を

図るものとする。 

 ４ 地域自立型防災体制の推進 

   阪神淡路大震災を契機に、地区住民による自主防災組織の育成と活動の強化による「災害

に強いコミュニティづくり」の必要性が再認識された。大規模な災害の発生直後においては、

行政による迅速な対応には、ある程度の限界があるものと考えられる。また、被害の程度や

その広がりによっては、様々なパターンでの被害の態様や想定を超える被害の発生も考えら

れる。 

   これらに迅速かつ的確に対応していくには、行政の力だけに頼らない地域住民による自主

的な活動やボランティア活動を柔軟に展開していくことができる体制をあらかじめ整備して

おかなければならないものと考える。 

   このため、平常時におけるコミュニティ活動のネットワークづくりやボランティアとの連

携体制の整備等、様々なレベルでの生活圏に対応した自主防災活動を支援し「自らの命と地

域は自らで守る」という基本的な考え方による「災害に強いコミュニティの形成」を目指す。 

 ５ 災害対策本部の応急対策能力の強化 

   大規模な地震災害時には、断片情報しか入手することができないことも想定される。発災
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直後に十分な情報が入手できなくても、迅速かつ的確な判断に基づく対応がとれるよう準備

しておくことが重要と考える。つまり、被害の断片情報を被害の全体像に結びつける能力を

養成することが重要である。そのためには、平常時から詳細な地域の特性を把握した上で、

それらに対する被害想定や被害シナリオを知識ベースとして身につけておくことが必要であ

る。 

 ６ 職員の対応能力の強化 

   災害対応は、あらゆる部門に関わる総力戦であり、特に大規模災害発生時において、防災

担当部局の活動には限界がある。このため、すべての職員がいざという時に防災担当となる

ことを前提に、各人が日常業務と異なる災害時の担当業務やその実施体制について熟知する

ことが求められる。 

 ７ 地震被害想定調査結果の反映 

   近年における社会経済情勢の変化、阪神・淡路大震災や東日本大震災等大規模震災の教訓

等の反映に努めるとともに、体制整備に努めていく必要がある。 

   具体的には、災害対策本部の初動体制、救助・救急活動、消火活動、医療・救護活動等の

発生直後の応急・復旧対策活動、情報伝達体制、物資等の調達体制、応急的な応援協力体制、

避難対策、ボランティアの受入れ体制等に関する新たな知見を踏まえて防災行政を立案して

いくことが重要である。 

 ８ 町民総ぐるみ運動の展開 

   いつ、どこでも起こりうる災害から人的・経済的被害を軽減し、町民の安全・安心を確保

するためには、行政が行う公助はもとより、自らの身は自らが守る自助、地域コミュニティ

等が中心なる共助が必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が連携

して、日ごろから災害に備えておくことが大切である。  

   このため、町では、地域のきずなを強め、互いに支え合う良好な地域社会づくりを進める

町民総ぐるみ運動を展開するとともに、町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会

の実現に向け、町、町民、事業者、地域活動団体等と共に信頼関係を築きながら連携・協力

し、町民一人一人による自助・共助を基本とした自主的な地域活動を促進するものとする。  

   また、第五次会津坂下町振興計画においてもうたわれているとおり、「みんなが元気で、安

心して暮らせるまち」の実現のために、自然災害などに対して地域コミュニティを中心とし

た地域の防災力を高めていくとともに、地域住民の間で防災に関する情報の共有を行うほか、

被災時に備え広域的な連携を図ることにより、被害の拡大防止や迅速な救助・復旧及び復興

体制を構築していくものとする。 

 

第３ 発災直後及び発災後の活動目標 

  被害の様相は、発災直後からの時間の経過とともに刻々と変化する。そのため、各時間帯で

優先すべき災害対策活動の目標も段階的に変化する。 

  防災関係機関等の様々な防災主体が、相互に連携しながらスムーズな災害対策活動を実施す

るためには、各自体に共通の活動目標が基本として存在していることが重要である。 

  このため発災後の期間的な区切り方、各段階での呼び方、活動目標を整理する。 
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 発災後フェーズ 活動目標 

直後 

即時対応期 

初動体制の確立 

・対策活動要因の確保（非常招集） 

・対策活動空間と資機材の確保 

・被災情報の収集・解析・対応 

直後～数時間以内 

生命・安全の確保（瞬時の対応） 

・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 

・火災延焼の阻止活動、火災延焼に対応した住民避難

誘導活動等 

・広域的な応援活動の要請 

１日目～３日目 緊急時対応期 

生命・安全の確保（７２時間以内の対応） 

・専門部隊等も加えた本格的な行方不明者の捜索、救

出活動、災害医療等の生命の安全に関わる対策 

・広域的な協力による火災消火対策活動、地盤崩壊対

策活動等の遂行 

・道路警戒、治安維持に関する対策 

・有害物・危険物の漏洩対策等の二次災害の防止関連

対策 

４日目～１週間 
応急対応期

Ⅰ 

被災者の生活の安定（最低限の生活環境） 

・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの早急

な回復 

・給食、給水、避難所の開設と運営、救援物資等の調

達と配給、生活関連情報提供等代替サービスの提供 

１週間～１ヶ月 
応急対応期

Ⅱ 

被災者の生活の安定（日常活動環境） 

・通勤、通学手段、就業、就学環境の早急な回復 

・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環境の

回復 

１ヶ月～数ヶ月 復旧対応期 

地域・生活の回復 

・被災者のケア 

・ガレキ等の撤去 

・都市環境の回復 

・生活の再建 

数ヶ月以降 復興対応期 

地域・生活の再建・強化 

・教訓の整理 

・都市復興計画の推進 

・都市機能の回復・強化 
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第２節 会津坂下町の地震災害 

 

第１ 地質構造・地形 

 １ 地質 

   会津盆地は、周りを新第三紀の各種堆積岩類及び火山岩類よりなる山地と第四紀の猫魔火

山により囲まれ、盆地の基盤もまた新第三系の地層より形成されている。 

   これらの地層は、時代未詳の古生層（又は中生層）花崗岩を基盤に新第三紀最下部層の闇

川層（安山岩熔岩をはさむ緑色凝灰岩や凝灰角礫岩）及び大検沢層（礫岩を主体とし安山岩

熔岩をはさむ暗緑色凝灰岩、砂岩、頁岩を含む）の上位に累重している。黒岩層や上三寄層

の堆積が開始された時期から本地域は、本格的な堆積盆地に成長しはじめ、まもなく地域全

域に海進が及んで厚い海成層が堆積している。 

   火山活動は、新第三紀の間を通じてほとんど連続的に行われた。火山活動は、檜原湖北東

部や会津盆地東縁部や北縁部の西部で活発であった。（闇川層）が利田層、荻野凝灰岩堆積時

には、ほとんど全域に広がった。この間に、岩質は安山岩質から流文岩質に移り変わってい

る。 

   また、この直後には変形運動を伴う流文岩や石英安山岩の活動が、局地的に行われている

が、この期間には、再び安山岩の活動も始まっている。 

  塩坪層の堆積時になると、また、流文岩や石英安山岩の活動が行われ、隆起運動を伴いなが

ら、藤峠層の堆積時まで継続している。鮮新世に入って多量の熔岩凝灰岩で特徴づけられる

石英安山岩の活動が、当時の堆積盆地の周辺の地背斜化したところで、開始されているが、

この活動は、山都層群（藤峠層～七折坂層）堆積時をとおして継続した。会津盆地の原形は、

山都層群の堆積が始まるころにその萌芽が表れ、造盆地運動を伴いながら、厚さ最大 

７００ｍに及ぶ山都層群がここに堆積した。山都層群堆積後に断層褶曲運動が起こり、その

結果生じた盆地部に厚い洪沖積層が堆積した。この時期に猫魔、磐梯火山の活動が始まった。 

  盆地面下の堆積物は、層相変化の激しい砂礫層が優勢で砂層や粘土層をはさむ第四紀層であ

る。構造的には、会津盆地西縁に達する褶曲構造であり、大規模な地震が予想される。 

 ２ 地形 

   地形はその形成過程を反映した結果として形成されるものであり、地形が類似している場

合、地盤の性質も類似している場合が多い。国土数値情報等で整備されている地形分類は、

地盤の成因、形態、構成する地質、形成年代がそれぞれの基準の中において等質となるもの

をまとめたものであり、地盤の構成と関係が深い。地震動は、地盤の統制により様々な大き

さに増幅されるが、この特性と地形との間に一定の相互関係があることがわかっている。つ

まり、地域の地形を把握することで地震動の危険度を概ね予測することが可能である。 

 

 

 

 

 



第３編 地震災害対策編 第１章 総則 

－ 169 － 

  地形と災害の関係 

地形区分 
震  害  特  性 

振動災害 液状化災害 地盤崩壊等 

山地・火山地 ○比較的地盤が安定し

ており安全。 

○危険はない。 ○30 度以上の急傾斜地

風化の進展した地域、

表土層が厚く堆積し

た地域では非常に危

険。 

○火山噴出物が厚く堆

積した斜面や火山活

動により岩石の変質

が進んだ地形で危険

性が非常に高い。 

丘陵地・台地 ○比較的地盤が安定し

ており安全。 

○危険性はない。 ○近年、都市近郊の宅地

開発が進み、丘陵の傾

斜地、台地の崖付近に

も住宅が増加、人工の

崖も急増しており、崖

崩れによる被害を生

じやすい。 

盆地 ○過去の事例より、本地

形の端部等において

大きな被害が出たと

の報告もある。 

○河川沿い、湖沼付近、

地下水位の高い所で

は危険性あり。 

○比高の大きい自然堤

防、砂堆・砂州の縁部

では、崩壊や陥没、亀

裂の発生可能性があ

る。 

  出所）各種資料により作成（福島県地域防災計画書より抜粋） 

 

第２ 既往の地震災害と地震発生の特性 

 １ 直下の地震（内陸部の断層の破壊によって発生する地震） 

 （１）活断層の分布 

    福島県内の顕著な活断層は、阿武隈山地東縁部、福島盆地西縁部、会津盆地西縁部、会

津盆地東縁部に認められており、会津坂下町には、その中で会津盆地西縁部が横断してい

る。 

    会津盆地西縁活断層は、丘陵を構成する鮮新～更新世の地層は一様に東側（盆地側）に

急傾斜しており、まれに逆転するところがある。この付近の断層の活動に伴って、丘陵基

部に発達する小扇状地や河岸段丘は切断・変形しており、低断層崖やとう局崖が明瞭であ

る。 

 （２）地震発生履歴 

   ア 直下の地震（内陸部の断層の破壊によって発生する地震） 

   （ア）１６１１年（慶長１６年）８月（会津地方） 

      会津地方に強い地震があり、特に河沼、大沼郡、南会津の３郡で被害が多かった。

神社仏閣の堂塔倒壊・大破多く、民家も多く潰れ又は大破し（２万余戸）、 

死者３，７００名余りとなった。阿賀川、日橋川がせき止められ、山崎付近では、 
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１６平方キロメートルほどの山崎湖が出現した。 

   （イ）１６５９年（万治２年）（会津地方） 

      会津地方で大地震があり、３９名が死亡し、家屋４０９戸が倒壊した。 

   （ウ）１８２１年（文政４年）１１月（大沼郡） 

   イ 海溝型地震（プレート境界部を震源として発生する地震） 

   （ア）東北地方太平洋沖地震 

      三陸沖を震源としたマグニチュード９．０という国内観測史上最大の地震により、

浜通り沿岸全域が津波被害に襲われ、中通りにおいても建物や灌漑ダム等への被害が

生じた。また長期間にわたって余震が続き、死者・行方不明者合わせて３，４００名

以上という、福島県の歴史上類を見ない大災害となった。 

 

      東日本大震災の規模・被害概要 

発生日時 平成２３年３月１１日 １４時４６分 

震源 三陸沖（震源の深さ２４ｋｍ） 

県内の観測震度 震度６強：白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、 

大熊町、浪江町、鏡石町、楢葉町、双葉町、 

新地町 

震度６弱：福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、 

川俣町、西郷村、矢吹町、中島村、玉川村、 

小野町、棚倉町、伊達市、広野町、浅川町、 

田村市、いわき市、川内村、飯館村、相馬市、

南相馬市、猪苗代町 

震度５強：大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、 

三春町、葛尾村、古殿町、会津若松市、 

会津坂下町会津坂下町会津坂下町会津坂下町、喜多方市、湯川村、会津美里町、

磐梯町 

津波規模 計測値：小名浜港３３３ｃｍ 

人的被害 死者：３，４６１名 

行方不明者：５名 

重症者：２０名 

軽傷者：１６２名 

建物被害 住家全壊：２１，２２５棟 

住家半壊：７３，２９５棟 

住家一部損壊：１６７，１４２棟 

住家床上浸水：１，０６１棟 

住家床下浸水：３３８棟 

公共建物被害：１，１１７棟 

その他建物被害：２８，７１８棟 

消防職員出動延べ人数 消防職員：１２，７１６人 消防団員：３６，７６６人 

      （平成 23年度東北地方太平洋沖地震による被害状況速報（第 1119報）平成 26年 1月 31日現在） 
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  東北地方太平洋沖地震の推計震度分布図（出典：気象庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 地震の想定 

 （１）想定地震の設定 

    福島県は、平成７年度から３ヵ年を費やし、地震・津波被害想定調査を実施した。地調

は、地質や地盤の状況、人口、建物の分布状況の基本データの収集、整理を行い、次に想

定地震を設定し、過去の地震被害例等を参考にして、地震動・液状化等の危険度を想定し、

さらに、地震動に起因する人的被害、建物被害、ライフライン被害等の予測を行った。 

   ・会津盆地西縁断層帯を震源とする地震 

    マグニチュード  Ｍ７．０ 

    震源の深さ等   震源の深さ  １０ｋｍ 

             長   さ  ２０ｋｍ 

             幅       ５ｋｍ 
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   福島県地域防災計画書より抜粋 

 

 ３ 地震被害発生の特性 

   ２（１）において設定した想定地震が発生した場合、地域の特性により様々な被害が想定

される。 

 （１）会津盆地西縁断層帯地震 

    会津盆地西縁断層帯地震では、会津盆地をはじめ、猪苗代湖北岸及び西岸周辺等広い範

囲にわたって大規模な液状化被害の発生が見込まれるとともに、会津高田町北部から喜多

方南部至る地域を中心として、会津坂下町等では、最大で地震の規模は、Ｍ６程度の強い

地震動の発生が予想されることから、磐越自動車道を中心とする交通網の寸断や大量の住

宅の倒壊が想定されており、建物被害については、木造大破棟１１，０００棟強、非木造

倒壊棟約５００棟にも及ぶ被害の発生が想定される。人的被害については、死者が最大で

７５０名近くにも及ぶほか、負傷者も最大で４，５００名を大きく上回る極めて深刻な被

害がもたらされると想定している。 

    また、会津盆地周辺の山地では、数多くの斜面崩壊の発生が予想されるため、交通手段

の確保が困難となり、周辺地域からの広域的な応援や傷病者等の搬送活動に支障をきたす

おそれがある。 

    さらに、会津盆地周辺には、冬期間において豪雪等の影響により交通等の都市機能や住

民生活が阻害されるなど、雪に対して極めて脆弱な環境下に置かれていることから、冬に

地震が発生した場合には、救助・救急、消火等様々な災害対策活動に甚大な影響を及ぼす

ことが予想される。また、会津盆地と周辺地域を結ぶ幹線道路が豪雪等の影響により通行
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支障に陥った場合には、周辺地域との連携が困難になり、陸の孤島化するおそれがある。 

 

   定量被害想定結果の概要 

被害想定分野 会津盆西縁断層帯地震被害想定結果 

想定地震 Ｍ７．０、幅５㎞、深さ１０㎞ 

地震動（１㎞メッシュ数） ６強：約３００メッシュ 

６弱：約２，０００メッシュ 

５強：約１，９００メッシュ 

液状化危険度 極めて高い：１３９メッシュ 

斜面崩壊危険度 危険度Ａ：１，３４６メッシュ 

建物被害 木造大破壊：１１，０３１棟 

非木造倒壊棟：３４２棟 

火災災害 
※消失棟数は、冬の夕方６時、風速 14ｍ

/ｓ、出火後 30分の場合 

出火数：最大９７火点 

消失棟数：８６３棟 

人的被害 死者（夜間）：７４９人、（昼間）：２７８人 

負傷者（夜間）：４，６０４人、（昼間）４，４７６人 

避難者：３８，３６６人 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
被
害 

上
水
道 

送水管破損箇所数 ５０箇所 

配水管破損箇所数 約１，５００箇所 

支障需要家数(直後) 約８４，０００箇所 

下
水
道 

幹線管きょ被害箇所数 １３箇所 

枝線管きょ被害箇所数 １３箇所 

電
力 

電柱被害本数 

( )は支障対象の本数 

約２，５００本（１，０００本） 

架空線被害延長 約５８㎞（約２３㎞） 

地下ケーブル被害延長 約０．４３㎞ 

支障需要家数 約７，７００件 

ガ
ス 

中圧管被害箇所数 ０箇所 

低圧管被害箇所数 約４５０箇所 

電
話 

電柱被害本数 約３，０００本 

架空線被害延長 約５㎞ 

地下ケーブル被害延長 約１９．０㎞ 

支障回線数 約２９，０００回線 

道路被害箇所数 緊急輸送道路第１次指定路線：１４ 

緊急輸送道路第２次指定路線：２７ 

鉄道被害区間 ＪＲ只見線 塔寺～会津若松 

ＪＲ磐越西線 山都～広田 

会津鉄道 南若松～西若松 
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    福島県地域防災計画書より抜粋 
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 （２）会津盆地西縁断層帯評価 

    平成 17年２月文部科学省地震調査委員会発表によると、会津盆地西縁断層帯の平均的な

上下方向の速度は、概ね１ｍ／千年と推定され、最新の活動は１６１１年（慶長１６年）

の会津地震であった可能性がある。活動時には、断層の西側が東側に対して相対的に４－

５ｍ程度隆起した可能性がある。本断層帯の平均活動間隔は、約 7,600～9,600年であった

可能性がある。 

    断層帯の将来の活動 

項 目 特    性 
信頼度 

(注１) 

根  拠 
(注２) 

(１)将来の活動

時の地震の

規模 

活動区間  断層帯全体で１区間 

地震の規模 マグニチュード７．３程度 

ずれの量  ４～５程度（上下成分） 

△ 

△ 

△ 

 

断層の長さから推定 

過去の活動から推定 

    注１：信頼度は、特注欄に記載されたデータの相対的な信頼性を表すもので、記号の意

味は次のとおり。 

       ◎：高い、○：中程度、△：低い 

    注２：文献については、本文末尾に示す以下の文献。 

       文献１：地震調査研究推進本部地震調査委員会（２００１） 
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自らの命は、自らが守るよう心がけて下さい。また、互いに助け合いの気持ちも忘れずに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害は、いつ起こるか分かりません。非常持出用袋の中の物品の確認をお願いします。 
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第２章 災害予防計画 

 

第１節 防災組織の整備・充実 

（総務課） 

 

第１ 町防災組織 

 １ 防災会議 

   「第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１節防災組織の整備・充実」のとおり 

 ２ 災害対策本部 

   「第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１節防災組織の整備・充実」のとおり 

 ３ 水防本部 

   「第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１節防災組織の整備・充実」のとおり 

 

第２ 防災関係機関の防災組織 

  会津坂下町の区域を所管している防災関係機関は、災害対策基本法第４７条の規定に基づ

き、会津坂下町地域防災計画等の防災行政を円滑に実施するため、防災組織の充実を図る。 

 

第３ 自主防災組織 

  「第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１節防災組織の整備・充実」のとおり 

 

第４ 応援協力体制 

  町は、地震災害等により甚大な被害が発生し、役場機能を喪失した場合などにおいて、適

切な災害応急対策（広域避難対策、役場機能の移転対策を含む。）を実施するため、あらかじ

め隣接市町村広域圏、地方振興局等を単位とした応援協定を随時再確認しておくとともに、

大規模災害時に圏内の市町村が広範囲で被災することも想定し、姉妹都市「埼玉県北本市」

や文化交流等の枠組みなども活用し、同時に被災する可能性が少ない県外市町村との応援協

定の締結も積極的に進めるものとする。 

 １ 行政機関に対する応援要請 

 （１）知事等に対する応援の要求等について迅速な対応をとれるよう努める。 

 （２）他の市町村長等に対する応援の要求等について迅速な対応をとれるよう努める。 

 （３）他の消防機関に対する応援要請について迅速な対応をとれるよう努める。 

 ２ 防災関係民間団体等に対する応援要請 

   応急対策等に対しその積極的協力が得られるよう災害支援協定締結等により協力体制を整

える。 
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第２節 防災情報通信網等の整備 

（総務課） 

 災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つため、県、町及び防災関係

機関は、防災情報通信網を整備するとともに、併せて設備の安全対策を講じる 

 

第１ 防災情報通信網の整備・活用 

  町の防災行政無線及び福島県総合情報通信ネットワークの供用が開始され行政機関との連絡

通信回線、地域住民に対する災害・被害情報の提供、収集伝達手段として活用の充実に努める。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第２節のとおり） 

 

第２ その他の通信網の整備・活用 

  消防庁が運用するＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）で入電した緊急地震速報などを

防災行政無線を通し、防災情報の提供を行う。 

 

第３ 通信手段の周知 

  町は、住民が自ら情報を入手できるよう、携帯電話やパソコン等の個人情報端末の活用方法

の周知を図るとともに、住民等へ避難情報等を伝達するために使用する手段について、事前に

周知しておくものとする。 

 

第４ 防災施設・設備の整備 

  町は、地理的特性を踏まえ、国道 49 号宮古橋のたもとに位置し、非常時自家発電設備及び太

陽光蓄電設備を備えた「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」を防災拠点として位置付け、大規模

な災害時においては共同設置者である湯川村、郡山国道事務所、阿賀川河川事務所と連携を図

りながら、災害情報の受信・収集及び道路利用者への情報提供、負傷者や避難者の安全な受入

れ、救援・救助及び災害応急活動を担う防災関係機関の集結場としての役割を果たすものとす

る。 

 

 

第３節 地震観測計画 

（総務課） 

 地震の発生が予知されることが地震被害の軽減に極めて有効であり、計測震度計を設置する

など観測体制を整備し、地震時の基礎データの充実及び初動体制の確立を図ることが重要であ

る。 

 このことから、町は、県の震度情報ネットワークシステムにより震度情報を収集し、防災関係

機関の初動活動を迅速かつ的確に実施するものとする。 

 また、震度４以上の震度情報については、地域住民への広報、応援等の対応方針等の検討に役

立てるものとする。 
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第１ 地震観測網 

  会津坂下町の地震計の設置並びに観測状況 

  【観測地点】 

  設置場所：会津坂下町字市中三番甲３６６２番地（会津坂下町役場敷地内） 

  設 置 者：福島県（福島県地震情報ネットワークシステム） 

 

第２ 福島県震度情報ネットワークシステムの概要 

  福島県では、県内８４箇所に計測震度計を整備し、各地域の震度情報を県庁内で集約し、県

総合情報通信ネットワークを通じて各市町村等に配信され、町では、その情報を総合的に判断

し、各種の応急対策の検討をはじめ、職員の参集システムに組み入れており、初動体制の充実・

強化に活用している。 

 

 

第４節 市街地の防災対策 

（建設課） 

 被害を最小限に防止するため、建築物の耐震化・不燃化の促進、都市公園の整備・保全による

防災空間の確保、計画的な街路整備及び輸送路の確保、さらには既成市街地の区画整備等による

総合的な市街地防災の整備に取り組み、災害に強い安全な街づくりを積極的に推進する。 

 

第１ 建築物防災対策 

 １ 既存建築物総合防災対策推進計画の策定 

   町は、既存建築物の防災対策をより効果的に推進するため、地震対策及び防火対策等、各

種の対策を相互に関連づけた総合的な防災対策計画を策定する。 

 （１）耐震診断及び耐震改修対策 

 （２）防災診断及び防災改修対策 

 （３）落下物対策 

 （４）ブロック塀等安全対策 

 （５）定期調査報告及び維持保全計画の推進 

 ２ 建築物の耐震性促進 

   建築物の耐震性については、建築基準法により最低の基準が定められているが、昭和５５

年に制度化された新耐震設計基準の適用以前の建築物については、必ずしも十分な耐震性を

有していないものがあるのが現状であり、建築物の所有者又は、管理者に対し、耐震工法及

び耐震補強等の重要性について啓発を行い、一般建築物の耐震性の強化を図る。 

 （１）防災上重要な建造（築）物の耐震性確保 

    災害応急対策は、迅速かつ的確な情報伝達とともに、避難、救助活動の本拠となる建築

物が基本（必要）となるので、本町は、次の町有施設を「防災上重要な建築物」として各

施設の耐震性の確保に努めるものとする。 

   ア 震災時の避難誘導及び情報伝達、救助等の防災業務の中心となる役場庁舎、町民体育
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館、健康管理センター、農村環境改善センター及び中央公民館並びに地区コミュニティ

センター等の町有施設 

   イ 震災時の緊急救護所、被災者一時収容施設となる学校、病院等（特に小中学校） 

 （２）一般建築物の耐震性促進 

    一般建築物の耐震性について、広く町民の認識を深めるとともに、耐震化の指導に努め

る。 

 （３）ブロック塀の倒壊防止対策 

    道路沿いのコンクリートブロック塀の所有者に対し、建築基準法に適合したものとする

ことを指導する。 

   ア 町は、住民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用

し、啓発を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパン

フレットを作成し、知識の普及を図る。 

   イ 町は、市街地のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努

める。なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

   ウ 町は、ブロック塀を設置している住民に対して日ごろから点検に努めるよう指導する

とともに危険なブロック塀に対しては造り替えや生け垣化等を奨励する。 

   エ 町は、ブロック塀を新設又は、改修しようとする住民に対し、建築基準法に定める基

準の遵守を指導する。 

 （４）被災建築物の応急危険度判定制度の創設と充実 

    町は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、余震等による二次災害に対し

て安全であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、「福島県地震被

災建築物危険度判定士制度」を設けるとともに、判定活動体制の構築を図るものとする。 

 （５）窓ガラス等の落下物防止対策 

   ア 町は、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため次の対策

を講ずる。 

   （ア）容積率４００％以上の地域内に存する建築物及び町地域防災計画において定められ

た避難場所までの避難路等に面する建築物で地階を除く階数が３以上のものを対象に

落下物の実態調査を行う。 

   （イ）実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に

対し改善を指導する。 

   （ウ）建築物の所有者または町管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要

性について啓発を行う。 

 

第２ 防災空間の確保 

 １ 緑地保全地区の指定 

   都市における樹林地、草地、水辺地等の良好な自然環境を形成している土地の区域で、無

秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のための必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯

として適切な位置、規模及び形態を有するものについては、都市緑地保全法に基づく緑地保
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全地区を指定し、町は、県が定める「福島県広域緑地計画」及び町が定める「緑の基本計画」

に基づき、計画的に指定の推進を図り、防災結果を発揮する防災空間の確保に努める。 

 ２ 都市計画道路の整備 

   都市の基本的施設の一つである道路は人が歩き、車が走るためばかりでなく、コミュニテ

ィの形成等、住民生活のあらゆる面で利用されていると同時に、災害時には、避難路や防火

帯の役目を果たすなど重要な役割を果たしている。 

   町は、災害時の避難路のネットワーク化とともに、緊急支援物資の輸送、救急、消防等に

緊急活動に効果を発揮する幹線道路のネットワークの計画的な整備を推進する。 

   整備に当たっては、十分な道路幅員の確保、電線類の地中化、緑化等により、災害に強い

構造とするとともに、複数の経路でどの地域にもアクセスできるダブルネットワーク化を図

る。 

 ３ オープンスペースの確保 

   災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設住宅

の建設用地、ガレキの仮置場等に活用できる公園、グラウンド、河川敷、農地等のオープン

スペースについて、町は定期的に調査を実施し、その把握に努める。 

 

第３ 住環境整備事業の推進 

  市街地において、住宅が連なり集団的に存在する地区等は災害時に被害の拡大が懸念される。 

  これらの地区を居住環境、都市基盤及び都市防災等の観点から整備することにより、良好な

市街地が形成され防災性の高い安全で快適なまちづくりが図られる。 

 

第４ 各施設の対策 

  町並びに不特定かつ多数の者が出入りする事業所等は、地震の発生に備え、災害の発生を防

止し、又は軽減するため管理する施設、設備については、第三者（来庁者等）に対し危険を及

ぼさないことを第１目標に対策を実施するものとする。なお、具体的な措置内容は、施設管理

者が別に定める。 

 １ 不特定かつ多数の者が出入りする施設  

 （１）公共施設 

 （２）病院 

 （３）旅館等 

 （４）ショッピングセンター 

 （５）集会所 

 ２ 各施設等に共通する事項 

 （１）地震情報等の入場者への伝達 

 （２）入場者等の安全確保のための退避等の措置 

 （３）火気使用設備の点検 

 （４）施設の防災点検及び応急補修、設備、備品等の転倒及び落下防止の措置 

 （５）発火流失、爆発のおそれのある危険物等の点検 
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 （６）受水槽等の緊急貯水 

 （７）消防用設備の点検、整備と事前配備 

 （８）防災活動上必要な資機材等の確保 

 （９）通信手段の確認と確保 

 （10）溜池の監視体制の実施 

 （11）その他、管理する施設、設備について特に必要な点検 

 ３ 個別事項 

 （１）病院等にあっては、重傷患者、新生児等、移動することが不可能又は困難な者の安全確

保のため必要な措置 

 （２）学校等にあっては、当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合、これらの者に対

する保護の措置 

 （３）社会福祉施設にあっては、重度障がい者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な

者の安全確保のため必要な措置 

 ４ 広域避難場所等の安全確認 

   町は、発災に備えて避難場所等の安全確保の確認を行う。 

 ５ 地震災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

 （１）災害対策本部がおかれる庁舎等の管理者は、次に掲げる措置をとるものとする。 

   ア 自家発電装置等による非常電源の確保 

   イ 通信手段の確保 

   ウ その他の必要な措置 

 

 

第５節 上下水道施設災害予防対策 

（建設課） 

  上・下水道施設の耐震性を強化して、地震時の被害を最小限にとどめ、かつ速やかに被害施

設の復旧を可能にするために必要な施策を実施することとする。 

 

第１ 上水道施設予防対策 

 １ 水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、順次計画的に耐震化を進めるものとす

る。 

 ２ 基幹施設の分散や系統多重化により保管機能を強化するとともに、配水系統のブロック化

により地震被害の軽減等を図るものとする。 

 ３ 施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、

自家発電設備等の電気機械設備について耐震化を図るものとする。 

 ４ 応急復旧用資機材の確保 

   応急復旧用資機材の備蓄の推進と備蓄状況の把握に努める。 

 ５ 応急復旧に必要な要員の配備計画をあらかじめ定めておくよう努める。 
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第２ 下水道施設予防対策 

 １ ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震計算を行い、その他の施設については、あ

る程度地震被害を想定し、機能の確保を図り、また、補修の容易な構造とするなど復旧対策

に重点を置いた整備を図るものとする。 

   また、液状化対策も事前に講じておくものとする。 

 ２ ポンプ場及び処理場では、地震時においても最小限の配水機能が確保されるよう整備を図

るものとする。また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう努める。 

 ３ ポンプ場及び処理場での各種薬品、重油及びガス等の燃料用設備の設置に当たっては、地

震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮するものとする。 

 ４ 応急復旧に必要な要員の配備計画をあらかじめ定めておくよう努める。 

 

 

第６節 電気、ガス施設災害予防対策 

（総務課、東北電力（株）、ＬＰガス事業者） 

 電力、ガス施設の耐震性の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施し、震災時の被害を最小

限にとどめ、安定した電力及びガスの供給の確保を図るため予防措置を講ずるものとする。 

 また、災害が発生した場合には直ちに出動し、二次災害の防止等の措置を講じるものとする。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第８節のとおり） 

 

 

第７節 鉄道施設災害予防対策 

（東日本旅客鉄道（株）会津坂下駅） 

 旅客の安全と円滑な輸送を図るための予防対策を確立し、鉄道施設の耐震性を強化し被害を最

小限に止めるよう各施設毎に予防措置を講ずるものとする。 

 １ 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、組織内において災害

対策組織を整備し、防災体制を確立しておくものとする。 

 ２ 災害の情報を迅速かつ的確に把握し、報告事項の基準を定めておくとともに、町及び関係

機関と密接な情報連絡を行うための必要な措置等についても定めておくものとする。 

 ３ 災害応急対策及び災害復旧に必要な訓練を行うとともに、町及び防災関係機関が行う合同

訓練に積極的に参加し、必要な知識の習得に努める。 

 ４ 施設の耐震性の強化計画 

   土木構築物の変状、若しくは既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を実施すると

ともに、災害警備計画を定め、異常気象時等に備える。 

 

 

第８節 電気通信施設等災害予防対策 

（東日本電信電話（株）福島支店） 

 災害時においても、通信の確保ができるよう平常時から設備の防災構造化を実施し、災害が発
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生した場合に備えて東日本電信電話（株）福島支店に迅速かつ的確な措置が行えるよう、万全の

体制を期する。 

 １ 施設・設備等の確保 

 （ア）公共機関の加入者の必要な通信を確保するため、ケーブルの２ルート化と回線の分散収

容を図る。 

 （イ）通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限度通信できるよう、必要な場所に臨時公

衆電話を設置し、町民の使用に供するよう努める。 

 

 

第９節 道路及び橋梁等災害予防対策 

（建設課、会津坂下警察署、道路管理者） 

 町並びに各施設等の管理者は、日頃から道路施設の危険箇所の点検調査とこれに基づく対策

工事並びに橋りょうの点検調査に基づく補強等を実施し、地震に強い施設の確保に努める。 

 

第１ 道路の整備 

  道路の法面の崩落が予想される箇所、路体の崩壊が予想される箇所等を把握し、対策の必

要な箇所については、対策工事を実施する。 

 

第２ 橋りょうの整備 

  日常から施設の危険箇所の調査とこれに基づく補修工事並びに震災点検に基づく耐震補強を

実施し、地震に強い施設の確保に努める。 

  今後、構造物等の耐震設計は、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について（平成 24 年 

2 月 16 日付け建設省通知）」を適用し、耐震対策を実施することを基本とする。 

 

第３ 町管理の道路及び橋梁災害予防対策 

  法面崩壊、土砂崩落、落石等については、法面防護工の設置、落石防止工の設置を進める。 

  老朽橋、耐震設計を満足しない橋梁については、架替、補強を推進し、落橋防止対策を行う。 

 

第４ 農道・林道及び橋梁災害予防対策 

  農山村地域の生活道路として、また、避難路としての機能を確保するため、土砂崩落及び落

石の危険箇所に対する法面保護工等の措置、また、老朽橋については架替補強等を推進して、

震災時の通行及び輸送の確保を図る。 

 

第５ 道路付帯施設災害予防対策 

  軟弱地盤箇所施設及び老朽施設については、更新、補強等を推進する。 

  主要交差点については、交通信号機電源付加装置の整備を推進する。 
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第６ 道路開通用資機材の確保 

  事故車両、倒壊物、落下物等を排除し、震災時の緊急輸送路としての機能を確保できるよ

う民間との応援協定等に基づき、道路開通用資機材を緊急配備できるよう体制を整備する。 

 

 

第１０節 河川等災害予防対策 

（建設課、産業課、河川管理者） 

 河川やダムは、地域住民の生命・財産を守り、産業発展に欠かせない施設である。これらの

施設の整備にあたっては耐震性に十分配慮し、計画的に予防対策を実施する必要がある。 

 

第１ 河川管理災害予防対策 

  地震等により河川管理施設が被災した場合は、早急に復旧し浸水被害に備える。 

 

第２ 砂防施設災害予防対策 

  土砂災害が甚大になると想定される土石流危険渓流について土石流対策事業の推進を図る

とともに、施設の安全性を確保する。 

 

第３ ため池施設災害予防対策 

  ため池については、かんがい期の満水時に地震による被害を受けた場合は、下流域に大きな

二次災害を発生させるおそれがあることから、ため池データベースに基づき、緊急性の高い地

区から整備を推進する。 

 

 

第１１節 地盤災害等予防対策 

（建設課、産業課） 

 地震による被害の大きさは、地盤の特性及び地形等が大きな要素を占めている。したがって

地震による被害を未然に予防又は軽減するためには、その土地の地形、地質及び地盤を十分に

理解し、その土地の自然特性及び災害特性に適した土地利用を計画的に実施する必要がある。 

 このため、適正な土地利用を推進するとともに災害時の被害を軽減するための諸対策を実施

していく。 

 

第１ 土石流災害予防対策 

  地震により山腹崩壊等が発生し、渓流内に堆積した土砂が土石流として住民の生命や財産

に大きな被害を与えることが予想される。 

  町は、県と連携しながら危険渓流の周知や雨量等の情報提供に努め、地域住民の警戒避難

体制の強化を促進させるなど、総合的な土砂災害対策を推進する。 
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第２ 地すべり災害予防対策 

  急峻な地形と、脆弱な地質、豪雪等の気象条件により地すべりによる災害を未然に防止する

ため、住民への危険地区の周知を行うとともに、これらの地域が地震等により誘発・助長され

ないよう地すべり対策事業を推進する。 

 

第３ 急傾斜地災害予防対策 

  災害の現象を図るために、危険箇所の周知、雨量等の情報提供に努め、梅雨期など必要と

判断される時には危険箇所の点検を実施し、避難勧告体制等の整備を図る。 

 

第４ 液状化災害予防対策 

  公共・公益施設の管理者は、施設の設置にあたっては、地盤改良等により液状化の発生を

防止する対策や液状化した場合においても施設の被害を防止する対策を適切に実施する。 

 

第５ 二次災害予防対策 

  町は、余震あるいは降雨時による二次的な災害を防止するため、土砂災害等の危険箇所を

点検する体制を整備する必要がある。 

  また、危険箇所が高いと判断された箇所についての警戒体制、関係機関及び地域住民への

周知体制、避難誘導体制等についてもあらかじめ検討しておくものとする。 

 

 

第１２節 火災予防対策 

（総務課） 

 地震発生時おける被害防止を防ぐためには、火災を最小限に止めることが重要であり、同時

多発的な火災の発生を未然に防止し、出火防止、初期消火の徹底、体制の整備、火災の拡大要

因の除去及び消防力の強化等の対策を実施する必要がある。 

 

第１ 出火防止対策 

 １ 防火防災意識の高揚啓発 

   地震発生時には、同時多発的な出火の可能性が高いため、春・秋の全国火災予防運動をは

じめとする各種火災予防運動等を通じ、地震発生時の出火防止に関する知識の普及啓発活動

を推進する。 

 ２ 住宅防火対策の推進 

   地震発生時における住宅からの火災発生を未然に防止するため、耐震安全装置付火気使用

設備・器具の普及に努めるとともに、住宅防火診断等を通じ各家庭における火気使用設備・

器具の適切な使用方法を指導する。 

 ３ 防火管理者制度の効果的運用 

   火災による人的、物的損害を最小限度に止めるため、防火対象物の防火管理体制を強化し、

失火の防止、出火の際の早期通報、初期消火を確実に行える体制を確立する必要がある。 
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第２ 初期消火体制の整備 

 １ 消火器等の普及 

   災害時における初期消火の実効性をたかめるために、各家庭における消火器、消火バケツ

の普及に努めるとともに、消火器の設置義務がない事業所においても、消火器等の消火器具

の積極的な配置を行うよう推進する。 

 ２ 自主防災組織の初期消火体制 

   地域ぐるみの初期消火体制確立のため、自主防災組織を中心とし、消火訓練や防火防災講

習会などを通じて、初期消火に関する知識、技術の普及を図る。 

 

第３ 火災拡大要因の除去計画 

 １ 道路等の整備 

   計画的に道路網及び公園施設の整備を推進し、延焼の効果的な抑止を図るとともに、緊急

通路の確保及び円滑な消防活動環境の確保に努める。 

 ２ 建築物の防火対策 

   公共建築物は原則として耐火構造とし、公共建物以外の建築物については、広報等により

不燃及び耐火建築の推進を啓蒙指導する。 

 ３ 薬品類取扱施設対策 

   地震発生時には、教育施設、研究施設、薬局等における薬品類は、延焼又は落下等により

発火、爆発し、被害を拡大する危険性があるため、これらに対し薬品類の管理及び転落防止

について指導する。 

 

第４ 消防力の強化及び広域応援体制の整備 

  消防の資機材については国の補助等を積極的に活用して充実を図り、また、第一線において

消防活動を行う消防団員については、技術の向上と組織の活性化に努め、地域の実情に応じた

適正な配置を行うよう指導を行う。 

  また、隣接市町村との既存の消防相互応援協定について随時見直しを行い、円滑な応援体制

の整備を図るものとする。 

 

第５ 消防水利の整備 

  地震による消火栓等人工水利の障害に対応すべく耐震性の貯水槽の整備の導入、また、河川

水等を活用した自然水利の確保など水利の多様化に努めるものとする。 

 

第６ 救助体制の整備 

  町は自主防災組織にコミュニティ資機材整備による救助用資機材を整備し、かつ訓練を行う

など初期救助の体制整備を図る。 
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第１３節 積雪・寒冷対策 

（総務課、建設課、各道路管理者） 

 積雪・寒冷期において地震が発生した場合は、他の季節に発生する地震災害と比べて、積雪に

より被害が拡大することや緊急輸送路、避難路・避難場所の確保等に支障が生じる場合が想定さ

れる。 

 このため、町及び関係機関においては、積雪・寒冷対策を推進し、地震災害の軽減に努める。 

 

第１ 積雪・寒冷対策の推進 

  積雪期に対応した地震対策は、除・排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期

的な積雪・寒冷対策の推進により確立される。 

  このため、町は、豪雪時における対策要領を定め、実効ある積雪・寒冷対策の確立に努める。 

 

第２ 交通の確保 

 １ 道路交通の確保 

   地震発生時には、町と防災関係機関の行う緊急輸送等の円滑な実施を図るため、緊急輸送

路の確保を図ることが重要である。 

   このため、道路管理者は、高速自動車道、一般国道、県道及び町道の整合性のとれた除雪

体制を強化するため、相互の密接な連携の下に除雪計画を策定する。 

 ２ 航空輸送の確保 

  地震による道路交通の一時的なマヒにより、孤立が予想される地域のヘリポートの確保を推

進し、臨時ヘリポートの除雪体制の強化を図る。 

 

第３ 寒冷対策の推進 

  避難施設における暖房等の需要増大が予想されるため、被災者及び避難者に対する防寒用品

並びにストーブ等電源を要しない暖房器具、燃料のほか積雪寒冷期を想定した資機材の備蓄に

努める。また、応急仮設住宅は、積雪のため早期着工が困難となることや避難生活が長期化す

ることも予想されることから、被災者や避難者の生活確保のための長期対策を検討しておく必

要がある。 

 

 

第１４節 緊急輸送路等の指定 

（総務課、建設課、会津坂下警察署、県、東北地方整備局、日本道路公団） 

 町は、災害応急対策活動を実施に必要な物資、資機材、要員等の広域的な輸送を行うため、各

拠点との有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、指定された緊急輸送路

等の管理者は、それぞれの計画に基づき、その整備を実施する。 

 また、東日本大震災時においては、自家発電に必要な重油やガソリンが不足したことを教訓に、

石油コンビナートなどから被災地に向けた輸送経路をあらかじめ定めることが望まれる。 

（第２編一般災害対策編 第１章 災害予防計画 第９節のとおり） 
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 １ 本町における緊急輸送ルートは次のとおりである。 

 （１）県の指定する第１次確保路線 

路   線   名 区       間 

磐越自動車道 
町内の区間全線 

国道４９号 

 （２）町が指定する第１次確保路線 

路   線   名 区       間 

国道２５２号 

県道会津坂下会津高田線 
町内の区間全線 

県道会津坂下会津本郷線 

県道喜多方会津坂下線 

県道塩川山都線 

県道会津坂下山都線 

県道熱塩加納会津坂下線 

県道会津坂下山都線 

県道上郷舟渡線 

県道別舟渡線 

県道山都柳津線 

県道赤留塔寺線 

町内の区間全線 

１級町道水原線 

１級町道寿の宮線 

１級町道坂下束原線 

１級町道勝大線 

１級町道塔寺宇内線 

２級町道中村線 

その他町道坂下南幹線 

その他町道公園通り線 

第１編第２章第９節別表１で定める区間 

    （注） ただし、上記路線・区間には、重複するルートは表記していない。 

      （ア）このルートは、緊急輸送に備え、役場より各地区避難場所等を結ぶルートを

指定する。 

      （イ）本ルートの通行に支障を生じたときは、補助ルートを使用するものとする。 

 （３）第２次確保路線 

    今後、逐次指定を行っていくものとする。 

 （４）第３次確保路線 

    今後、逐次指定を行っていくものとする。 

 ２ ヘリコプター臨時離着陸場 

 （１）陸上自衛隊第６特科連隊管内 

番号 名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

１ 
ばんげひがし公園 

（野球場・多目的広場） 
大字福原字殿田９８ 町 長 建設課 83-3755 
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 （２）その他 

番号 名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

１ 坂下南小学校 字石田甲６５０ 学校長 学 校 83-2046 

２ 
若宮コミュニティセンター 

附属グラウンド 
大字牛川字寿ノ宮 1715 町 長 政策財務課 84-1533 

３ 
河川防災ステーション

ヘリポート 
大字宮古字下川原１１８ 

阿賀川河川

事務所長１ 
管理課 26-6873 

４ 会津農林高等学校 字曲田 1391 学校長 学 校 83-4115 

５ 坂下高等学校 大字白狐字古川甲 1090 学校長 学 校 83-2911 

※ 上記№４並びに№５の離着陸場は、「県ドクターヘリ」だけの離着陸場として県が指定し

ている。 

 ３ 広域陸上輸送拠点 

管 内 施設名称 所 在 地 

会津地方振興局 会津若松トラックセンター 

会津総合運動公園 

会津若松市インター西２０ 

会津若松市門田町大字御山字村山１６４ 

 ４ 町内の陸上輸送拠点 

名 称 所 在 地 管理者 連絡先 電話番号 

ばんげひがし公園 大字福原字殿田９８ 町 長 建設課 83-3755 

 

 

第１５節 避難対策 

（総務課、生活課、教育課(教育委員会)） 

 大地震による災害は、火災等の二次災害と相まって、大規模かつ広域的なものとなるため、町

及び防災関係機関等においては、適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１０節のとおり） 

 １ 避難計画の策定 

   町は、地震による火災、家屋の倒壊、山崩れ、地すべり等の災害発生時に安全かつ迅速な

避難誘導が行えるよう、避難計画の策定に当たっては、避難の伝達方法、避難の長期化、県

外も含めた市町村間を越えた広域避難の際のコミュニティを維持しながら避難先の指定につ

いても考慮するものとする。 

 

 

第１６節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

（総務課、生活課） 

 地震発生時には、広域的あるいは局地的に救助や医療救護を必要とする多数の傷病者が発生す

ることが予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機能が停止することも

十分予測されるところである。町においては、救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保する

とともに、被害の軽減を図るために必要な医療（助産）救護・防疫体制の整備充実を図る。 
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（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１１節のとおり） 

 

 

第１７節 食料等の調達・確保及び防災資機材の整備 

（総務課、建設課、産業課、生活課） 

 住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努めるとともに、地震災害発生時におけ

る応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備を図る。 

 また、町民は３日分の食料、飲料水等の備蓄に努めるとともに、非常持ち出し品（救急箱、懐

中電灯、ラジオ、乾電池等）を日頃から備えておくよう推進する。 

 なお、今後、災害時における生活必需物資の確保のため町内のスーパーマーケット等と協定を

締結するよう努める。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１２節のとおり） 

 

 

第１８節 防災教育 

（総務課、政策財務課、生活課、教育課） 

 地震による災害発生の防止、或いは災害発生時における被害の軽減を図るため、日頃から地震

防災対策を進めるとともに、地震発生時には同時多発的な被害の発生が予想されることから、町

民一人一人が自らの生命と財産を守るため、地域の中で積極的な防災活動の推進に努めるために、 

町をはじめ防災関係機関の職員はもとより、各種団体、事業所、住民等地域のすべての人々がそ

れぞれの役割に応じた活動主体として大地震に関する警告という事態を正しく認識し、大地震に

関する予報等が出された場合の具体的行動について習熟するよう不断に努力することが必要であ

る。 

 このため、町は、自主的又は各種団体、事業所及び地域の自主防災組織等と協力し、地震災害

上必要な教育、広報及び防災訓練を繰り返し実施して、地震災害応急対策に関する知識の普及及

び大地震が発生した時の的確な行動に資するものとする。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１３節のとおり） 

 １ 町職員に対する教育 

 （１）教育の方法 

    町は、地震災害応急対策の万全を期するため、職員に対し講演会、職員研修等の機会を

活用して必要な防災教育を実施する。 

 （２）教育の内容 

   ア 地震災害の特徴 

   イ 予想される福島県沖地震並びに内陸における活断層地震に関する知識 

   ウ 地震が発生した場合、具体的にとるべき行動に関する知識 

   エ 職員が果たすべき役割 

   オ 地震発生後における溜池等の決壊の二次災害の防止 

   カ その他、地震対策の必要な事項 
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 ２ 住民等に対する教育、広報 

 （１）教育、広報の方法 

   ア 広報紙等による広報及び参考資料の配布 

   イ 住民集会等の開催 

   ウ 地域住民の自主防災活動に対する指導、協力 

 （２）教育、広報の内容 

   ア 地震災害の特徴 

   イ 予想される福島県沖地震並びに内陸型活断層地震の被害想定に関する知識 

   ウ 地震情報等の正確な情報の入手方法 

   エ 大地震が発生した場合の出火防止、自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する

知識 

   オ がけ地崩壊危険地及び避難地、避難路に関する知識 

   カ 地震発生後におけるため池等の二次災害に関する知識 

   キ 日頃から備え、実施しうる生活必需品の備蓄、落下物の防止、家屋、付属施設の補強、

家具、危険物等の転倒防止等の内容 

 （３）児童、生徒等に対する教育 

    教科、学級活動、学校行事等教育活動全体を通して、地震の基礎的な知識及び対策の教

育を行う。 

 （４）自動車運転者に対する教育 

    町交通対策協議会、交通安全協会等を通して、大地震が発生した場合における自動車の

運行等の措置について徹底を図る。 

 

 

第１９節 防災訓練 

（総務課、防災関係機関） 

 町は、災害対策基本法第４８条の規定に基づき、総合防災訓練をはじめとする各種の防災訓練

を実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調体制の確立及び防災体制の充実を

図り、併せて住民の防災意識の高揚を図る。 

 また、地震災害対策の熟知、関係機関及び地域の自主防災組織体制上の強調体制の強化を目的

として、大地震を想定した防災訓練を実施するものとする。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第５節のとおり） 

 

第１ 総合防災訓練 

  次に掲げる内容を組み合わせ、独自又は隣接町村と共同し、地域の自主防災組織の参加を得

て、年１回以上実施する。 

 １ 概要 

   町は、大規模な地震の発生を想定し、防災関係機関、他の地方公共団体、自主防災組織、

民間企業、ボランティア団体及び地域住民等の参加の下に総合的な防災訓練を実施する。 
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 ２ 訓練項目 

 （１）地震情報等の受伝達（非常招集及び自主参加、災害対策本部の設置、情報の収集、被害

状況調査、広域応援要請、火災等の通報、無線通信） 

 （２）避難誘導（自主避難、避難誘導（災害弱者誘導を含む）、救助、救急） 

 （３）初期消火（地域住民による初期消火、消火、林野火災防御） 

 （４）避難所運営（避難所の設置、給水、給食（炊き出し）、ボランティアの受入れ、応急物

資緊急輸送及び受入れ・仕分け等） 

 （５）緊急路の確保（交通規制、障害物の除去、道路応急架橋） 

 （６）応急復旧作業（上下水道施設応急復旧、水質検査、電力・電信電話施設応急復旧、Ｌ

Ｐガス施設応急復旧） 

 （７）その他、応急対策等に関する内容 

 

第２ 個別防災訓練 

  次に掲げる防災訓練を重点として随時計画的に実施する。 

 １ 県及び町防災行政無線等による通信情報訓練 

 ２ 地震災害対策本部の運営 

   災害発生時の本部の設置、職員の動員配備、本部会議の招集等、本部運営を適切に行う

ための訓練を実施する。 

 ３ 職員の動員、参集訓練 

 

第３ 緊急初動訓練 

  町は、大地震が発生した場合の緊急な事態に対応した臨機即応の初動体制を図るため、次の

項目を重点とする事前に予告しない緊急初動訓練を実施するものとする。 

 １ 勤務時間内における訓練 

 （１）地震情報等の伝達訓練 

 （２）職場安全点検訓練 

 ２ 勤務時間外における訓練 

 （１）地震情報等の伝達訓練 

 （２）職員参集訓練 

 

 

第２０節 自主防災組織の整備 

（総務課） 

 地震災害の発生防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るためには、防災対策を

講じるとともに、地域住民が「自らの命と地域は自分達で守る」という意識のもとに自主防災

組織を結成し、地域における相互扶助による防災活動の中心として自主防災組織において、日

ごろから防災活動を積極的に行うことが重要である。 

 特に地震災害においては、倒壊家具からの早期救出・出火時の初期消火が最も重要であり、
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人命確保の主役としての自主防災組織の役割は極めて大きい。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１４節のとおり） 

 １ 自主防災組織の活動 

 （１）防災知識の普及 

    万一の地震発生に迅速かつ的確に対応するため、日ごろから集会、各種行事等を活用し

て日常からの備えとしての家具の転倒防止、非常持出品の準備や地震に対する正しい知識

の普及に努めるとともに、危険箇所の把握や避難場所、避難所、避難路等を確認し、地域

の防災マップを作成する等地域の防災環境の共有化に努める。 

 （２）防災訓練の実施 

   ア 地震災害情報の収集伝達訓練 

     地震災害時における防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、ま

た、地域の被害状況をこれら関係機関に正確に通報する訓練を実施する。 

   イ 消火訓練 

   ウ 救出、応急手当訓練 

     大規模な地震発生時においては、多くの家屋が倒壊することが想定され、倒壊家屋の

下敷きとなった人の早期救出が重要であることから、救出用資機材の使用方法等につい

て習熟に努める。 

   エ 給食給水訓練 

   オ 避難訓練 

自 主 防 災 組 織（例） 
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自主防災組織の役割分担（例） 

班  名 
役              割 

平      常      時 非     常     時 

情報収集伝達班 １ 防災知識の普及に関すること｡ 

２ 情報収集伝達訓練の計画実施に関

すること。 

３ 必要資機材の整備、点検に関するこ

と。 

１ 情報の収集、伝達に関すること。 

２ 指導、命令等の伝達に関すること。 

３ 組織内の連絡調整及び他の機関と

の連絡に関すること。 

消 火 班 １ 地域の安全点検に関すること。 

２ 消火訓練の計画、実施に関するこ

と。 

３ 必要資機材の整備に関すること。 

１ 出火防止と初期消火に関すること。 

救 出 救 護 班 １ 地域の安全点検に関すること。 

２ 救出救護訓練の計画、実施に関する

こと。 

３ 必要資機材（救助用具、医薬品等）

の整備点検に関すること。  

１ 負傷者の救出及び搬送に関するこ

と。 

２ 負傷者の応急手当に関すること。 

３ 仮設救護所の設置に関すること。 

避 難 誘 導 班 １ 地域の安全点検に関すること。 

２ 避難路、避難場所の設定に関するこ

と。 

３ 必要資機材の整備点検に関するこ

と。 

１ 安全な避難誘導に関すること。 

給 食 給 水 班 １ 井戸の状況把握に関すること。 

２ 給食・給水訓練の計画、実施に関す

ること。 

３ 必要資機材の整備点検に関するこ

と。 

１ 炊き出しに関すること。 

２ 食料、飲料水、生活必需品等の配分

に関すること。 

３ ろ水機の運用に関すること。 

衛 生 班 １ 衛生処理訓練の計画、実施に関する

こと。 

２ 必要資機材の整備点検に関するこ

と。 

１ 仮設トイレに関すること。 

２ ゴミ処理及び消毒に関すること。 

 

 

第２１節 要配慮者対策 

（総務課、政策財務課、生活課、社会福祉協議会） 

 地震災害時において、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者（児）及び外国人等いわゆ

る「要配慮者」が災害の発生時において、犠牲になる場合が多くなっている。こうした状況を踏
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まえ、今後は要配慮者の防災対策を積極的に推進していくことが、従来以上に重要な課題となっ

ている。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１５節のとおり） 

 

 

第２２節 ボランティアとの連携 

（生活課、社会福祉協議会、ＮＩＶＯ） 

 大規模な地震災害発生時には、多くの善意の支援申し入れが寄せられ町及び関係機関・団体は

相互に協力し、ボランティアの受付、調整等その受け入れ体制について検討しておく必要がある。 

また、ボランティアの受け入れに際しても、医療、看護、高齢者介護や外国人との会話力、建

築物の応急危険度判定等ボランティアの技能が効果的に生かされるよう努める。 

（第２編一般災害対策編 第１章災害予防計画 第１６節のとおり） 

  

 

第２３節 緊急整備事業の推進 

（総務課、生活課、建設課、産業課、教育課） 

 町は、大地震が発生した場合の被害を軽減するため、次に掲げる防災施設につき、関連事業と

の融合を図り、その整備を図るものとする。 

 （１）避難地       （２）避難路       （３）消防用施設 

 （４）緊急輸送路     （５）医療施設      （６）社会福祉施設 

 （７）学校等教育施設   （８）がけ崩れ等防止施設 （９）上水道施設 

 （10）下水道施設     （11）ため池等施設     （12）その他必要な施設 
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第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 応急活動体制 

 

 町及び防災関係機関等は、地震災害の発生防止、または地震災害が発生した場合における被害

の軽減を図るため必要な地震災害応急対策を実施するものとする。 

 

第１ 活動体制 

 １ 初動対応 

   町民の生命を守るために必要な初動対応については、以下のとおり。 

 （１）災害発生後１時間以内 

   ア 住民への速やかな避難指示、誘導 

   イ 災害対策本部の設置、本部員会議の開催 

   ウ 通信連絡網の確立 

   エ 被害情報の収集 

 （２）災害発生後３時間以内 

   ア 被害状況に応じ、県に対し応援要請 

   イ 避難所の開設、応急給水開始 

   ウ 避難用輸送手段、緊急輸送路等の確保 

   エ 各種公共施設の安全対策 

 （３）災害発生後６時間以内 

   ア 広域応援体制による救助活動 

   イ 応急復旧作業 

   ウ 被害情報とともに安否情報の発信 

   エ 広域避難の調整 

 ２ 災害対策本部の設置基準 

 （１）災害対策本部の設置等 

    町長は、地震が発生した場合において、次の基準により災害対策本部を設置する。また、

災害の危険がなくなったとき、本部を解散する。 

   設  置  基  準 

 １ 町内で震度６（弱）以上を観測したとき。【自動設置基準】 

 ２ 町内で震度５（弱、強）を観測し、大規模な災害が発生したとき又は災害が発

生するおそれがあるとき。 

 ３ 気象庁の発生にかかわらず、町内に地震による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。 

 （２）災害対策本部の業務 

   ア 町民への情報提供と呼びかけ 
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   イ 地震情報等の受伝達 

   ウ 防災関係等の業務に係る連絡調整 

   エ 発災後における応急対策の準備 

   オ その他地震災害応急対策の実施 

 （３）災害対策本部の組織及び運営 

    災害対策本部の組織及び運営は、会津坂下町災害対策本部条例の定めるところによる。 

   （第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１節のとおり） 

    共通事務分掌 

１ 所属職員及び家族の被害状況の把握に関すること。 

２ 管理する施設、備品の被害状況の把握に関すること。 

３ 関係各部各班に対する業務予定及び業務報告の提出に関すること。 

４ 所掌事務に係る関係部署・機関との連絡調整に関すること。 

５ 班内の対応要因の確保及びローテーションに関すること。 

６ 事務局各班から要請があった場合における対応要員の派遣に関すること。 

７ 所掌事務に係る応急復旧計画の作成及び実行に関すること。 

８ 公用令書の発行及びこれに伴う損失の補償に関すること。 

 

第２ 災害救助法適用時の活動体制 

  町は、甚大な被害が広域に発生し、災害救助法が適用された場合は、知事の指揮を受け、災

害救助法に基づく救助事務を実施し、または県が行う救助事務の補助をする。この場合におい

て町の救助体制についても、県の指導により、あらかじめ定めておくものとする。 

 

 

第２節 職員の動員配備 

 

 地震発生時において、初動体制をいち早く確立することが、その後の円滑な災害応急対策活動

を実施するために極めて重要である。 

 このため、職員の配備基準を明確にするとともに、職員の動員伝達方法、自主参集の基準等を

明確にしておく必要がある。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２節のとおり） 

 

第１ 職員の配備体制 

 １ 災害対策本部の非常配備体制 

 （１）町長は、地震災害応急対策に係る措置を要する場合、非常配備の体制をとるものとする。 

 （２）配備体制及び参集場所は、町長が別に定める。 

 （３）職員は、地震情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに動員を待つことなく、

自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるものとする。 

    ※ 災害対策本部（各部班）の分掌事務については、一般災害対策本部事務分掌に準ず
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る。 

 ２ 組織内の伝達 

 （１）勤務時間内 

   ア 庁 舎 内  放送設備による一斉放送により伝達する。 

   イ 出先機関  放送を受けた各連絡員は、防災行政無線、電話等により関係出先機関に

伝達する。 

 （２）勤務時間外、休日の伝達 

    勤務時間外、休日においては宿日直者が防災消防交通係長へ連絡し、防災行政無線、電

話又は使送により関係職員に伝達する。 

 （３）町教育委員会の伝達 

    教育委員会より各町立学校等の伝達系統は、教育委員会において別に定める。 

 

第２ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 

  各所属長は、所属職員の配備状況及び参集状況を災害対策本部庶務班に報告する。災害対策

本部長は、全体の配備状況を考慮し、応援を必要とする班があると認めるときは、関係部長を

通じて各班長に応援の指示を行う。 

  また、各所属長は、職員や家族の安否確認を併せて行うものとし、その状況を災害対策本部

庶務班に報告する。 

 

 

第３節 地震災害情報に関する対策 

（総務課） 

 地震災害が発生したとき、各防災関係機関相互間の通知、要請、指示、通達等の通信を迅速

かつ円滑に、さらに確実に伝達する。また、災害が発生した場合、災害状況の調査及災害情報

の収集は、その後の災害応急対策の体制整備、災害復旧計画策定の基本となるものであり、迅

速かつ的確に行うものとする。 

 

第１ 地震情報等の受理・伝達 

 １ 気象庁の地震情報 

 （１）地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報  ○震度３以上  地震発生約１分半後に、震度３以

上を観測した地域名（全国を188

地域に区分）と地震の揺れの発現

時刻を速報。 

震源に関する情報  ○震度３以上  

（津波警報等を発表した場合は発

表しない）  

地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を発表。  

「津波の心配がない」又は「若干

の海面活動があるかもしれない

が被害の心配はない」旨を付加。 
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地震情報の種類 発表基準 内容 

震源・震度に関する情報  以下のいずれかを満たした場合  

○震度３以上  

○津波警報等発表時  

○若干の海面変動が予想され

る場合  

○緊急地震速報（警報）を発表

した場合  

地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）、震度３以

上の地域名と市町村名を発表。  

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地域が

ある場合は、その市町村名を発

表。 

各地の震度に関する情報  ○震度１以上  震度１以上を観測した地点のほ

か、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地域が

ある場合は、その地点名を発表。 

その他の情報  ○顕著な地震の震源要旨を更

新した場合や地震が多発し

た場合など  

顕著な地震の震源要素更新のお

知らせや地震が多発した場合の

震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

推計震度分布図  ○震度５弱以上  観測した各地の震度データをも

とに、１km四方ごとに推計した震

度（震度４以上）を図情報として

発表。 

遠地地震に関する情報  

 

国外で発生した地震について

下のいずれかを満たした場合

等  

○マグニチュード７．０以上 

○都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を

概ね３０分以内に発表。  

日本や国外への津波の影響に関

しても記述して発表。 

 

 （２）緊急地震速報 

   ア 気象庁は、震度５以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に

対し、緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジ

オを通じて住民に提供する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警

報）は、地震動特別警報に位置づけられる。 

    （注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震

波を解析することにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来る

ことを知らせる警報である。このため、震源に近くでは強い揺れの到達に間に合

わない場合もある。 

   イ 町は、福島地方気象台と協力し、町が実施する防災訓練等に緊急地震速報を取り入

れるなど、緊急地震速報の利用の心得等を周知・広報に努めるとともに、防災行政無

線を活用し、住民に直接緊急地震速報を伝達する。 

 （３）地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名 
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   ア 震源の地域名称 

     「震度速報」や「震源・震度に関する情報」において、地震震度を発表するため、

全国を１８８に区分した地域のことである。 

     また、この地域名称は、「震央地名」にも使用される。 

 

    震央地名（福島県及び隣県の陸域の震央地名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 地震情報の伝達経路 

   地震情報の種類には、地震情報、又は各地の震度に関する情報があり情報伝達経路により

迅速・的確に伝達するとともに、避難の勧告、指示等の必要な措置を行う。 

 （１）勤務時間内の情報伝達経路 

 

 

 

 

福島県 福島地方気象台 

会津坂下町 

会津坂下消防署 

（消防本部） 
一般町民 

福島県会津福島県会津福島県会津福島県会津    

新潟新潟新潟新潟県県県県下越下越下越下越    

新潟県中越新潟県中越新潟県中越新潟県中越    

新潟県佐渡新潟県佐渡新潟県佐渡新潟県佐渡    
山形県置賜地山形県置賜地山形県置賜地山形県置賜地方方方方    

山形県村山地方山形県村山地方山形県村山地方山形県村山地方    

山形県山形県山形県山形県庄内庄内庄内庄内地方地方地方地方    

宮城県南部宮城県南部宮城県南部宮城県南部    

宮城県中部宮城県中部宮城県中部宮城県中部    

宮城県北部宮城県北部宮城県北部宮城県北部    

福島県福島県福島県福島県中通中通中通中通りりりり    

福島県福島県福島県福島県浜通浜通浜通浜通りりりり    

茨城県北部茨城県北部茨城県北部茨城県北部    

茨城県南部茨城県南部茨城県南部茨城県南部    

栃木県北部栃木県北部栃木県北部栃木県北部    

栃木県南部栃木県南部栃木県南部栃木県南部    

群馬県北部群馬県北部群馬県北部群馬県北部    

群馬県南部群馬県南部群馬県南部群馬県南部    
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 （２）勤務時間外、休日の情報伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）県総合情報通信ネットワークの活用 

    県が行う気象予報警報及び災害時における災害情報の伝達並びに被害状況の収集、その

他応急対策に必要な指示、命令、応援要請等は県総合情報通信ネットワークを活用する。 

 （４）住民への周知 

    町は、地震情報等について防災行政無線、広報車、消防車等により地域住民に伝達する

ものとする。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 被害状況等の報告 

   町が県に報告するに当たっては、県総合情報通信ネットワークの「防災事務連絡システム」

により行うことを基本とするが、合わせて会津地方振興局にも報告するものとする。 

   なお、この場合において、町が県へ報告することができない場合は、直接、国（総務省消

防庁）へ被害状況等の報告を行う。 

   また、地震等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への通報

が殺到する場合は、町はその状況を直ちに総務省消防庁及び県災害対策本部（福島県県民安

全総室）に報告するものとする。 

 

福島県 福島地方気象台 
会津 坂下 町 

役場宿日直者 
一般町民 

総 務 課 

危機 管理 班 

会津坂下町長 

会津 坂下 町 

関係 部職 員 

福 島 県 

県民安全総室 
町 長 

関係官公署 

自主防災組織等 

消 防 団 

消 防 署 

住 

民 

・ 

事 

業 

所 
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第４節 通信の確保 

（総務課） 

 地震災害時には、正確な情報の伝達が求められることから、通信設備等を災害から防御すると

ともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、通信の疎通を確保する。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第５節のとおり） 

 １ 緊急通話の確保 

   災害時における被災者との相互連絡をメッセージ録音・再生により伝達する災害用伝言ダ

イヤル（１７１）、災害用伝言版（web１７１）、災害用伝言板（ｉモード携帯、スマートフォ

ン）、災害用音声お届けサービス（ｉモード携帯、スマートフォン）を活用し、被災地に集中

するトラヒック状況を分散するよう通信業者は、訓練等において住民に周知・広報に努める。 

 

 

第５節 災害広報 

（総務課、政策財務課） 

 地震災害において、被災地住民、地域住民及び関係者に正確な情報を提供し、混乱を防止する

とともに適切な行動を支援するために、町は発生直後、速やかに広報部門を設置し広報活動を展

開する。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第６節のとおり） 

 １ 広報活動 

   町は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、住民に対し防災行政無線、広報車、テレ

ビ・ラジオの広報活動、さらにコミュニティＦＭ放送局等の協力を得ながら、広報活動に行

う。 

 （１）地域の被害状況に関する情報 

 （２）避難に関する情報 

   ア 避難勧告に関すること。 

   イ 収容施設に関すること。 

   ウ 指定された避難所以外に避難した被災者への支援情報 

 （３）応急対策活動に関する情報 

   ア 救護所の開設に関すること。 

   イ 交通関係及び道路の復旧に関すること。 

   ウ ライフラインの復旧に関すること。 

 （４）安否情報、義援物資の取扱いに関する情報 

 （５）その他住民に必要な情報（二次災害防止に関する情報を含む。） 

   ア 給水及び給食に関すること。 

   イ 電気、ガス、水道による二次災害防止に関すること。 

   ウ 防疫に関すること。 

   エ 臨時災害相談所の開設に関すること。 
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第６節 消火活動 

（総務課、会津坂下消防署） 

 地震によってもたらされる二次被害のうち、最も大きな被害をもたらすものが火災によるもの

である。地震による被害を少なくするため、町は、消防本部及び消防団のすべての能力を活用し

て消防活動に取り組み、大規模火災時には協定等による広域応援要請を行う。 

 また、大規模な地震発生時には、消防力を上回る出火件数となることも想定され、この場合に

は自主防災組織等を中心とした地域住民による初期消火、出火防止等が重要となる。 

 

第１ 消防活動 

 １ 会津坂下消防署（消防本部）による消防活動 

   会津坂下消防署は、第一線の消防活動機関であり、地震火災に対し最も中心的役割を果た

すとともに、消防団等を指揮し有効な対策を行い、以下のとおり活動する。 

 （１）災害情報収集活動優先の原則 

 （２）避難地及び避難路確保優先の原則 

 （３）重要地域優先の原則 

 （４）消火可能地域優先の原則 

 （５）市街地火災消防活動優先の原則 

 （６）重要対象物優先の原則 

 （７）火災現場活動の原則 

 ２ 消防団による活動 

   会津坂下消防署（消防本部）と連携をとりながら以下の活動を行う。 

 （１）情報収集活動 

    管内の災害情報の収集 

 （２）出火防止 

    地震発生により、火災等の災害発生が予想された場合は、居住地周辺の住民に対し、出

火防止の広報を行い、出火した場合には住民と協力して初期消火を図る。 

 （３）消火活動 

    消防隊が到着するまでや消防隊が十分でない場合には、率先して消火活動を行う。 

 （４）救助活動 

    消防本部による活動を補佐し又は自ら積極的に活動し、要救助者の救助救出と負傷者に

対して簡易な応急措置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

 （５）避難誘導 

    避難の指示・勧告がなされた場合には、住民に伝達し関係機関と連絡を取りながら、住

民を安全に避難誘導する。 

 （６）組織及び分担業務 

    消防団の組織及び分担業務は、資料１４によるほか、事態に即してその都度対応する。 

 ３ 消防防災ヘリコプターの応援要請 

   町長は、次の基準に該当する場合に県（生活環境部）、会津坂下消防署（消防本部）を通
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して要請するか、直接消防防災航空隊へ要請する。 

 （１）地震等による災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合で、上空からの広範囲

にわたる状況把握を行うとともに、その状況を監視する必要があると認められる場合。 

 （２）災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、緊急に物資、医薬品等の輸送及び

応援要員、医師等の搬送を行う必要があると認められる場合。 

 （３）高速道路等での大規模災害事故等が発生した場合で、上空からの広範囲にわたる状況

把握を行うとともに、その状況を監視する必要があると認められる場合。 

 （４）災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合で、緊急かつ広範囲ににわたり住民

等に対し危険のおそれがあると認められた場合。 

 （５）その他、特に航空機による災害応急対策活動が有効と認められる場合 

 

第２ 他都道府県等への応援要請 

 １ 町長は、地震発生時における他都道府県への応援要請の必要が見込まれる場合は、以下の

手続きによって知事への応援要請を行う。 

 （１）応援要請の手続き（要請は責任者の口頭でも可、後日文書を提出すること。） 

    町長は、他都道府県の消防隊の応援を要請したいときは、原則として次の事項を明らか

にして知事に要請する。 

   ア 火災の状況及び応援要請の理由 

   イ 緊急消防援助隊の派遣要請期間 

   ウ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

   エ 進入経路及び集結場所 

 （２）緊急消防援助隊の受入れ態勢 

    他都道府県緊急消防援助隊、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、担当者を明確にし連絡体制を整えておく。 

   ア 緊急消防援助隊の誘導方法 

   イ 緊急消防援助隊の人員、機材数、指導者等の確保 

   ウ 緊急消防援助隊に対する給食、仮眠施設等の手配 

 ２ 隣接協定及び県内統一応援協定による応援 

   会津坂下消防署（消防本部）は、単独での消防活動が困難であると判断したときは、隣接

相互応援協定を締結している消防機関に応援を要請し、それでも対応ができない場合は、福

島県広域消防相互応援協定による派遣要請を行う。 

 

 

第７節 救急・救助 

（総務課、生活課、教育課、会津坂下消防署（消防本部）） 

 地震発生後には、倒壊家屋の下敷きになるなど救助・救急が必要となる被災者が出てくること

が予想される。生命・身体の安全を守ることは、最優先されるべき課題であり、人員、資機材等

を最優先し投入して、救助活動を実施する。 
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（第２編一般災害編 第２章災害応急対策計画 第８節のとおり） 

 １ 町は、予想される災害、特に建物等の倒壊による被災者等に対する救助活動に備え、平常

時から次の措置を行うものとする。  

 （１）救助に必要な車両、資機材、その他機械器具の所在及び調達方法の把握並びに関係機関

団体との協力体制の確立 

 （２）地震による土砂崩れ、なだれ等による孤立化が予想される地域については、孤立者の救

助方法、当該地域との情報伝達手段の確保、救助にあたる関係機関等との相互情報連絡体

制等の確立 

 （３）自主防災組織、事業所及び住民等に対し、救助活動についての指導及び意識啓発 

 （４）自主防災組織の救助活動用資機材の配備の促進 

 （５）救助技術の教育、救助活動の指導 

 ２ 広域応援派遣要請 

   町長は、大規模な災害が発生した場合、県（生活環境部）を通じて消防長官に対し、緊急

消防応援隊及び「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプ

ター等の応援を要請するものとする。 

 

 

第８節 自衛隊災害派遣 

（総務課） 

 災害発生時における自衛隊の派遣要請を行う場合の必要事項、手続き等を明らかにし、迅速か

つ円滑な災害派遣活動が実施されることを目的とする。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第９節のとおり） 

 １ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 

 （１）災害派遣要請基準 

    町長は、災害を予防し、又は災害が発生した場合に、人命及び財産を災害から保護する

ため、自衛隊の派遣を知事に要請する。 

 （２）災害派遣要請の範囲 

    自衛隊の災害派遣要請の範囲は、災害時における人命又は財産の保護のため必要があり、

かつ緊急性、公共性があるもので、他の機関の応援等により対処できない場合とする。 

    なお、特に人命にかかわるもの（救急患者、薬等の緊急輸送等）については、災害対策

基本法に規定する災害以外であっても、災害派遣として行う。 

 

 

第９節 避難 

（総務課、生活課、教育課） 

 「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」

とする。 

 地震災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、適切な避難
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誘導が行われなければならない。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１０節のとおり） 

 １ 避難の勧告、指示 

   人命、身体の保護を図るため、町は危険地区の住民等避難を必要と認める者に対し、避難

の勧告又は指示を行うものとする。 

 （１）避難の実施 

   ア 町長は、大地震が発生した場合、直ちに危険地区の住民等に対し、次の内容を明示し

て避難の勧告又は指示を行うものとする。 

   （ア）避難対象地区 

   （イ）避難経路 

   （ウ）避難先 

   （エ）避難勧告又は指示の理由、地震動による急傾斜崩壊の危険性 

   （オ）その他必要な事項 

 （２）町長は、住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認められるときは、危険区

域の指定を行うとともに次の措置をとるものとする。 

   ア 防災行政無線、広報車等による避難の勧告、指示等の周知 

   イ 県災害対策本部への避難状況等の報告 

   ウ 避難対象地区の自主防災組織、施設及び事業所への集団避難の指導 

   エ 会津坂下警察署への避難の勧告、指示を行った旨の通知 

   オ 会津坂下警察署への避難誘導、交通規制等の措置の依頼 

 （３）町長は、避難場所を開設した場合は、当該避難場所に必要な設備及び資機材の配備並び

に職員の派遣を行うものとする。 

 （４）地域の自主防災組織及び施設又は事業所の自衛消防組織は、避難の勧告又は指示があっ

たときは、あらかじめ定めた避難計画及び町災害対策本部の指示に従い、住民、従業者、

入場者等の避難誘導のため必要な措置をとるものとする。 

 （５）町長は、あらかじめ自主防災組織単位に、在宅の高齢者、乳幼児、障がい者、妊産婦等

避難にあたり介護を要する者の人数及び介護者の有無等の把握に努めるものとする。 

 （６）町長より避難の勧告又は指示が行われたときは、（５）に掲げる者の避難場所までの介護

及び担当は、原則として本人の親族又は本人が属する自主防災組織の指定するものが担当

するものとし、町は自主防災組織を通じて介護又は移送に必要な資機材の提供その他の援

助を行うものとする。 

 （７）町が避難場所において避難者に対し実施する救護の内容は、次のとおりとする。 

   ア 収容施設への収容 

   イ その他必要な措置 

 （８）町は、（７）に掲げる救護に必要な物資、資機材の調達及び確保を図るため、次の措置を

とるものとする。 

   ア 流通在庫の放出等の要請 

   イ その他必要な措置 
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第１０節 避難所の設置・運営 

（総務課、生活課、社会福祉協議会） 

 避難所は、災害のために現に被害を受け、または受けるおそれがある者で、避難しなければな

らない者を一時的に学校、コミュニティセンター、健康管理センターその他既存の建物または応

急仮設物等に受入保護することを目的とする。 

 また、地震災害時には、避難所が震災により機能が維持できない場合も考えられることから、

指定避難所以外への避難並びに広域的な避難体制も想定しておく必要がある。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１１節のとおり） 

 

 

第１１節 医療（助産）救護 

（生活課） 

 地震発生時には、広域あるいは局地的に、医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が予想

されることから、町は、初動体制を確立し、地域防災計画に基づき救護所の開設を行い、医療救

護活動に必要な医療器材、医薬品の緊急調達を行うものとする。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１２節のとおり） 

 

 

第１２節 道路の確保（道路障害物除去等） 

（建設課） 

 地震発生直後の道路の被害状況を早急に把握し、障害物の除去、応急復旧等を行うことは、救

援活動を円滑に実施するために必要であり、また、これらを制約された条件下で効果的に行うた

めは、関係機関と協議の上、災害応急活動を支える緊急輸送路の開通作業を他の道路にさきがけ

て実施する。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１９節被災地の応急対策第２障害物の除去

のとおり） 

 １ 優先開通道路の選定 

   開通優先順は、「第２編第２章第９節緊急輸送路等の指定」の中で指定した順位により路線

を確保する。 

 ２ 町は、区域内の道路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、速やかに県に報告する。 

 

 

第１３節 緊急輸送対策 

（総務課、生活課、建設課、産業課） 

 地震災害時には、迅速な応急対策を講じる必要があるため、その応急対策活動の根幹となる

人員及び物資の輸送の確保は極めて重要な課題である。このことから、防災関係機関等は、人

命の安全、災害応急対策の円滑な実施に特に配慮して輸送活動を実施する。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１３節のとおり） 



第３編 地震災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

－ 209 － 

 １ 緊急輸送の対象となる人員、物資等の範囲は、次のとおりである。 

 （１）地震災害応急対策実施要員 

 （２）地震災害応急対策の実施に必要な食料、医薬品、防災用等の物資、資機材 

 （３）その他地震災害対策本部長が必要と認める人員、物資又は資機材 

 ２ 緊急輸送は、必要最小限の範囲で実施するものとし、実施に当たっては、輸送手段の競合

を生じないよう緊急輸送関係及び実施機関相互の連絡協力体制を十分整備するものとし、緊

急輸送の実施に当たり具体的に調整すべき問題が生じた場合は、町災害対策本部において必

要な調整を行うものとする。 

 ３ 緊急輸送路等の整備 

   緊急輸送路等に指定された施設の管理者は、計画に基づきその施設の整備に努める。 

 ４ 本町における緊急輸送ルートは、「本編第２章第１４節緊急輸送路等の指定」で定める路線

とする。 

 ５ ヘリコプター臨時離着陸場 

   空路からの物資受入れ拠点としては、「本編第２章第１４節 ２ ヘリコプター臨時離着陸

場」とする。 

 ６ 緊急輸送車両等の確保 

 （１）町及び関係機関は、緊急輸送に必要な輸送車両などについては、町内運送業者と災害支

援協定締結等によって確保を図るものとする。 

    確保すべき車両の数量及び確保先との連絡手段は別に定める。 

 （２）町は、必要な車両等の確保が困難なときは、県に対し要請及び調達・斡旋を依頼する。 

 

 

第１４節 警備活動及び交通規制措置 

（総務課、会津坂下警察署） 

 大規模な地震発生時には、様々な社会的混乱や交通混乱が予想される。これに対し、住民の安

全確保、各種犯罪の予防、取り締まり及び交通秩序の維持等の活動が重要となる。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１４節のとおり） 

 

第１ 警備活動 

 １ 警備活動 

   警察は、地震の発生に係る住民の危惧、不安感等から発生するおそれのある混乱及び各種

の犯罪に対処するため、早期に災害対策体制を確立し、警察の統合力を発揮して迅速かつ的

確な地震災害応急対策を実施することにより、住民の生命、身体、財産の保護行動に努め、

治安維持の万全を期する。 

 ２ 相談活動 

   過去の大震災では、多くの行方不明者や消息の確認ができない状況があったことから、町

は、会津坂下警察署と連携し、相談窓口等を設置し、相談活動に努めるものとする。 
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第２ 交通対策 

  安全、円滑な避難及び緊急輸送を確保するため、車両を使用しないことを前提としながら、

次の交通対策を実施するものとする。 

 １ 運転者のとるべき措置 

 （１）走行中の車両は、次の要領により行動すること。 

   ア 地震の発生を覚知した場合は徐行に移行するとともに、カーラジオ等により継続して

地震情報及び交通情報を聴取し、その情報に応じて行動すること。 

   イ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に駐車させること。やむを得ず道路上

において避難するときは、他の車両等の通行に支障のない場所に停車させ、エンジンを

切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

 ２ 交通規制措置等 

 （１）基本方針 

   ア 災害危険区域内への一般車両の走行は極力抑制する。 

   イ 災害危険区域への一般車両の流入は極力抑制する。 

   ウ 災害危険区域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り、原則として制限

しない。 

   エ 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図る。 

 （２）交通規制箇所 

   ア 災害危険区域への車両の流入は、原則として災害危険区域と災害危険区域外との境界

付近の交差点において規制する。 

 （３）交通規制の実施 

    混乱防止と緊急交通路確保のため、被災地区等への流入抑制のための交通整理、交通規

制は、会津坂下警察署と連絡を取りながら実施する。 

 （４）交通規制は、災害対策基本法に定められた標識等を設置し実施する。ただし、緊急を要

し標識等を設置するいとまがないとき又は標識等を設置して行うことが困難なときは、現

場警察官の指示によりこれを行うものとする。 

 （５）緊急輸送車両の確認手続 

   ア 緊急輸送車両は、災害対策基本法第７６条に規定する地震災害応急対策の実施責任者

又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

   （ア）避難勧告、指示 

   （イ）消防、水防その他の応急措置 

   （ウ）応急の救護を要すると認められる者の救護その他の保護 

   （エ）施設及び設備の整備及び点検 

   （オ）犯罪の予防、交通の規制その他当該大地震により、地震災害を受けるおそれのある

地域における社会秩序の維持 

   （カ）緊急輸送の確保 

   （キ）地震災害が発生した場合における食料、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫そ

の他保健衛生に関する措置、その他応急措置を実施するため必要な体制の整備 
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   （ク）その他の災害応援対策又は被害の軽減を図るための措置 

 （６）緊急輸送車両の確認申請 

   ア 緊急輸送車両の確認申請は、会津坂下警察署に対して行うものとする。 

 

 

第１５節 防疫及び保健衛生 

（生活課） 

 地震被害による被災者の病原体への抵抗力及び衛生環境の低下を防止するとともに、避難所あ

るいは仮設住宅等での生活における保健指導の実施、さらに震災によるストレス、避難生活の長

期化に対する精神保健指導を行うことにより、被災者の健康の維持を図る。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１５節のとおり） 

 

 

第１６節 廃棄物処理対策 

（生活課、建設課） 

 地震災害時におけるゴミ、し尿及び災害に伴って発生したガレキの処分等を迅速かつ的確に実

施し、環境の保全、住民の衛生の確保、さらに被災地での応急対策や復旧・復興の円滑な実施を

図る。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１６節のとおり） 

 １ 震災ガレキ処理 

 （１）ガレキ発生量の推定 

    震災により建物の倒壊、焼失及びそれに伴う建物解体、さらには地震動によるガラスの

落下物、ブロック塀等の破損物（以下「ガレキ」とういう。）など大量の廃棄物が発生する

おそれが想定される。 

    町は、ガレキの発生量を、県の地震・津波被害想定結果等から事前にその発生量を想定

し、廃棄物処理計画を想定しておく必要がある。この場合において、定期的に調査を実施

し、中間処理または最終処分を行うまでの一時仮置場、リサイクルのために分別を行うス

トックヤード等の場所を確保しておくものとする。 

    なお、ガレキ量の推定は、木造１㎡当たり０．３５ｔ、非木造１．２０ｔを目安とする。 

 （２）処理体制の確保 

    町は関係機関と協力して、ガレキの処理状況の把握、搬送ルートや仮置場及び最終処分

場の確保を図る。 

 （３）処理対策 

   ア 仮置場の確保 

     大量のガレキが発生した場合は、仮置場に搬入する必要があるため、町はあらかじめ

調査を実施しておいた公有地等を中心に具体的な選定を行う。  

   イ 分別収集体制の確保 

     発生したガレキ等を効率よく処理、処分するために、排出時の分別の徹底が必要とな
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ることから、事前に確保策の検討を行う。 

   ウ 適正処理リサイクル体制の確保 

     災害時において廃棄物の適正処理を確保する必要があるにもかかわらず、大量に発生

するガレキ等の最終処分はかなり困難が予想される。 

     このため、緊急時の相互扶助や産業廃棄物処理業者の支援の在り方など、産業廃棄物

の適正処理・リサイクル体制の確保策を検討しておく。 

   エ 粉じん等の公害防止策 

     ガレキ等の応急処分の過程において、粉じん、有害物質の発生などが考えられ、生活

環境への影響や保健衛生面からの問題となる公害（大気汚染）が発生するおそれがある

ので、町は県（生活環境部）と連携し、実態を把握するとともに、公害防止策を行うよ

う関係機関を指導する。 

 

 

第１７節 救援対策 

（総務課、生活課、建設課、産業課） 

 震災により、被害が大規模になれば指定避難所以外に多くの住民が避難することも予想される

ことから、避難状況に応じた供給を実施する必要がある。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１７節のとおり） 

 １ 給水救援対策 

 （１）供給量の確保 

    町は、復旧活動の長期化に備え、飲料水以外の生活用水も確保するため、関係機関の協

力を得て、各家庭その他の施設等に対して緊急貯水を要請する。 

 （２）応急給水体制 

    町は、給水に必要な水量の確保を行う。 

 ２ 食料等救援対策 

   被害状況よっては、避難生活が長期化する事も予想されることから、町は、長期化にも対

応した調達計画を策定するとともに、計画に基づき地元業者等保有の食料等を調達し、備蓄

品と併せて被災者等に供給する。 

 

 

第１８節 被災地の応急対策 

（総務課、生活課、建設課） 

 被災地内の住民の生活を復旧させるため、宅地内や河川等の障害物を除去するとともに、自力

で生活を復旧できない被災者のために、仮設住宅の建設や、住宅の応急修理等を行う。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１８節のとおり） 

 １ 応急金融対策 

   各金融機関は、日本銀行福島支店並びに福島財務事務所等関係行政機関と協議の上、応急

金融対策を講じるものとする。また、金融機関及び報道機関と協力して速やかに金融対策内
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容の周知徹底を図り、人心の安定及び災害の復旧に資するものとする。 

  ア 預金通帳を滅（紛）失した預金者に対し、預金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。 

  イ 被災者に対し定期預金、定期積金等の期日前払戻し、又は預金を担保とする貸出等の特

別取扱いを行うこと。 

  ウ 被災したために支払期日が経過した手形について、関係金融機関と適宜話し合いの上、

取立てができること。また、災害関連手形の不渡処分について適宜配慮すること。 

  エ 損傷銀行券及び貨幣の引換えについて、状況に応じ必要な措置をとること。 

  オ 被災者への融資等に対し、相談所を開設し、手続き等の簡素化、貸出等の迅速化等の措

置をとること。 

 

 

第１９節 応急仮設住宅の供与 

（総務課、生活課、建設課） 

 災害により住宅が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に

対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とする。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第１９節のとおり） 

 

 

第２０節 死体の捜索、遺体の処理等 

（総務課、生活課） 

 町は、災害により死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元が判明

しない死亡者については、収容、処理及び火葬等に付し、人心の安定を図る。このため、町は、

警察・消防団及び町民の協力を得て、処理等を実施するものとする。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２０節のとおり） 

 

 

第２１節 生活関連施設の応急対策 

（総務課、建設課、東北電力㈱、ＬＰガス事業者、東日本旅客鉄道㈱、東日本電信電話㈱、各通

信事業者） 

 上水道などの生活に密着した施設等が被災した場合、生活の維持に重大な支障をきたすことが

予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急復旧対策を図るための対策を確立す

るものとする。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２１節のとおり） 

 

第１ 上水道施設の応急対策 

  町は、居住者等が緊急貯水を実施することに留意し、増加する需要に対して給水を確保継続

するとともに、それぞれあらかじめ定めた地震災害応急対策計画等に従って地震防災上の措置

を実施するものとする。 
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 １ 家庭用水の確保 

 （１）災害区域内における井戸を速やかに掌握し、塩素消毒を直ちに実施するとともに利用計

画を策定する。 

 （２）流水使用（飲料不適井戸を含む。）の場合は、ろ過機の配置及び利用計画を策定する。 

 （３）タンク車の応援要請及び配車利用計画を策定する。 

 （４）水道法第４０条に基づく緊急応援の要請及び配管並びに利用計画を策定する。 

 （５）給水量は、生活上最小限度を確保するものとし、１日１人３リットルとする。 

 ２ 復旧計画 

 （１）復旧用資材の確保 

   ア 隣接町村水道事業所に対し、手持資材の供給要請 

   イ 製造業者よりの資材の確保 

 （２）資材の輸送体系の確立 

    資材を迅速に輸送するため車両の確保に努める。 

 （３）復旧技術者の確保 

    隣接町村の水道事業所及び関係機関等の協力を要請し、復旧技術者の確保を図る。特に

配管工等特種技術者の確保を重点とする。 

 （４）第１次復旧 

    最小限度の給水可能な程度の復旧を目標とし実施する。 

    各施設の被害状況を速やかに掌握し、とりあえず一部通水可能な限度の復旧作業を行う

ものとし、配水、浄水施設等については応急復旧作業程度の工事を行い、配管は露出配管

により通水する。 

    消毒は、完全実施を行い得るよう他の工事に優先し実施し、遊離残留塩素０．４ＰＰＭ

を確保する。 

    配水量は、１人１日最小限１０リットルとし、被災地区に均等に配水し得るように考慮

し配水計画を立てその旨周知徹底する。 

    また、配水量が十分でない中、限られた水はまず飲用に使うため、清掃用、トイレ用、

洗濯用などの生活用水（雑用水）は、不足するものと予想されます。事態を少しでも早期

に軽減しできるよう、応急用雑用水として地下水を提供するため、災害時応援協定に基づ

き、地下水の提供を受け臨時供給する。 

 （５）第２次復旧 

    浄水能力の復旧を目標とし、併せて主要配水管系の復旧を行う。 

 （６）第３次復旧 

    被害前の状況に復旧し配水規制を解除する。 

    完全復旧に当たっては、被害時の状況を十分検討し、将来を考慮し適切な補強工作を行

うよう配慮する。 

 

第２ 下水道施設の応急対策 

  下水道施設は、管渠と処理場・ポンプ場から成り、管路施設においては、ほとんどが地中構
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造物であるため、大地震が発生した場合、短時間で被災状況を把握することは困難なので、情

報交換を密に行い、二次災害の防止に努めなければならない。 

 １ 応急対策 

 （１）要員の確保 

    下水道管理者は、あらかじめ定めた計画に基づく緊急時の配備体制により要員の確保を

図るものとする。 

 （２）応急対策用資機材の確保  

    下水道管理者は、施設の実情に即して、応急対策用資機材の確保を図るものとする。 

 （３）復旧計画の策定  

    下水道管理者は、管路施設、ポンプ場及び処理場施設によって態様が異なるが、次の事

項等を基準として復旧計画の策定に努めるものとする。  

   ア 応急復旧の緊急度及び工法 

   イ 復旧資材及び作業員の確保 

   ウ 設計及び監督技術者の確保 

   エ 復旧財源の措置 

 ２ 情報収集及び連絡 

 （１）管渠の状況 

   ア 道路面からマンホールの浮上沈下 

   イ マンホールごとの目視調査 

   ウ ＴＶカメラによる調査 

 （２）処理場・ポンプ場の状況 

   ア 構造物のクラック、エキスパンションジョイント部の異常、地盤沈下 

   イ 設備機械、配管バルブ等の調査 

   ウ 処理場・ポンプ場施設の暫定機能確保のための調査 

 （３）住民からの情報 

 ３ 応急復旧 

 （１）災害対策本部は、区域内の被害状況を総合的に検討し、復旧体制を確立し、応急対策を

実施する。 

 （２）復旧作業は、各班の業務分担に基づき、全組織が一体となり、緊密な連絡と適切な復旧

計画のもとに効果的に実施する。 

 （３）復旧作業は、病院、社会福祉施設及び避難所等を原則的に優先する。 

    また、災害の状況及び施設復旧の難易等を考慮して、復旧効果の最も大きいものから実

施する。 

 

第３ 電力施設等応急対策 

  大地震が発生した場合、電力の各施設を点検し、応急措置を講じ、供給確保を図るものとす

る。 

 １ 実施責任者 
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 （１）地域内における施設の応急対策は、事業所が行うものとする。 

 （２）町長は、応急措置が必要と認めた場合、事業所に応急措置を要請するとともにその実施

に協力するものとする。 

 ２ 応急措置要領 

   応急措置については、施設の事業者とあらかじめ協議し、次の要領により実施する。 

 ３ 応急対策 

 （１）災害対策本部の設置 

   ア 災害により電力施設に被害が発生するおそれがあるとき又は発生した場合は、東北電

力㈱が策定した「非常災害対策実施基準」に基づいて災害対策本部を設置する。 

   イ 災害対策本部は、災害の規模及び被害状況に応じて、非常配備の体制により応急対策

を実施する。 

   ウ 災害対策本部長は、情報連絡、警戒指令及び復旧方針を決定し、迅速かつ的確な応急

対策を実施する。 

   エ 災害対策本部は、被害が甚大で自所のみでは早期復旧が困難な場合は、上位機関に応

援の要請をするとともに、関係工事業者、運送業者等に対して協力を要請する。 

   オ 災害対策本部は、応援復旧に必要な資機材等の確保と対策要員、資機材の輸送の円滑

化を図るため、輸送ルートの選定及び車両の確保に努める。 

 （２）情報収集及び広報 

   ア 大地震が発生した場合、あらかじめ定める体制により、情報の収集及び被害の早期把

握に努める。 

   イ 大規模な地震災害の事例を踏まえ、通電後の火災発生予防等、広報車等により地域住

民へその状況及び注意事項について広報を行う。 

 （３）応援復旧 

   ア 災害対策本部は、区域内の被害状況を総合的に検討し、復旧体制を確立し応急対策を

実施する。 

   イ 復旧作業は各班の業務分担に基づき、全組織が一体となり緊密な連絡と適切な復旧計

画のもとに効果的に実施する。 

   ウ 復旧作業は、病院、交通、通信、災害対策の中枢となる官公署報道機関及び避難所等

を原則的に優先する。 

     また、災害の状況及び施設復旧の難易等を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいも

のから実施する。 

 

第４ ガス施設（ＬＰガス）応急対策 

 １ 出動体制 

   震度４以上の地震が発生した場合は、いつでも出動可能な体制をとるものとし、必要に応

じ、巡回・点検等を行うものとともに、災害が発生した場合は直ちに出動し二次災害の防止

等の措置を講ずるものとする。 

 ２ （一社）福島県エルピーガス協会会津支部坂下方部会による災害対策組織の設置及び人員
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の確保 

 （１）地震等による災害が発生した場合等 

    地震により災害が発生し、被害の状況がＢ級事故以上等の規模になると認められる場合

又は、震度５以上の地震が発生した場合は、二次災害防止のための初動措置等の緊急措置

が迅速活かつ的確に実施できるよう、現地又は協会内に災害対策組織を設置するものとす

る。 

 （２）復旧要員を必要とする事態が予想され、又はその事態が発生した場合は、「福島県ＬＰガ

ス災害対策要綱」に基づき要員を要請するものとする。 

 

第５ 鉄道施設応急対策 

 １ 運行方針 

   鉄道機関は、大地震発生時の交通規制について次の方針を原則として対処するものする。 

 （１）災害危険区域へ進入する予定の列車に対しては、進入を制限する。 

 （２）災害危険区域を運行中の列車に対しては、最寄りの駅その他の場所まで安全な速度で運

転して停車、待機する等の措置をとるものとする。 

 ２ 列車の運転規制等 

 （１）大地震が発生した場合、列車の運転規制手配は次のとおりとする。 

   ア 災害危険区域への列車の入り込みを規制する。 

   イ 災害危険区域を運転中の列車は、原則として地震防災上、安全な最寄り駅又は駅付近

の指定する箇所に停止させる。 

   ウ 運転再開は、東日本旅客鉄道（株）東北地域本社福島支店（以下「ＪＲ」という。）災

害対策本部長の指示による。 

 ３ 旅客の待機、救護等 

 （１）駅舎内の旅客及び駅に停止した列車内旅客については、駅内又は車内放送、掲示等によ

り地震情報等を伝達し、係員の指示に従うよう案内する。 

    この場合、自己の責任において行動を希望するものを除き、原則として駅舎内又は列車

内に残留させるものとする。 

 （２）旅客の待機が長期間となった場合、危険が見込まれる場合及び発生後は、地方自治体の

定める避難地へ旅客を避難させることとし、このことについては、あらかじめ関係地方自

治体と協議をしておくものとする。 

 （３）（１）に掲げる旅客に対しては、食事の斡旋を行うこととし、あらかじめ指定した駅周辺

の食料品店、食堂等の食事供給能力について調査をし、その供給能力について協力体制を

整えておくものとする。 

    なお、食事の斡旋が不可能となった場合は、関係地方自治体に給食を要請する。このこ

とについては、あらかじめ関係地方自治体と協議しておくものとする。 

 （４）前各号に掲げるＪＲの保護下にある旅客のうち、病人等、緊急を要する旅客は、駅周辺

の指定医療機関に収容することとし、その協力体制を確立し、また、駅間における列車内

旅客に病人が発生した場合は、乗客中の医師等に応急手当を依頼するとともにＪＲ災害対
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策本部又は現地災害対策本部に救護要請を行う。 

 （５）駅等においては、応急医薬品を定期的に整備点検するとともに救護を要する旅客に対し

て応急措置が可能な体制を整えておくものとする。 

 ４ 警備対策 

   駅舎内及び列車内等、ＪＲの保護下にある旅客の安全確保、秩序の維持を図るため、列車

の停止状況、旅客の待機状況等を勘案のうえ、関係社員を配備強化する。また、必要により

警察の応援を求めて混乱、盗難等各種犯罪の防止に努める。 

 

第６ バス運行応急対策 

  本町を運行するバス会社は、会津乗合自動車（株）１社であり、大地震の発生時における地

震災害応急対策の概要は、次のとおりである。 

 １ 広報施策 

   大地震が発生した場合の運行停止措置について、その内容を車両及び停留所等に掲示し、

平素から旅客に呼びかけるものとする。 

 ２ 災害危険予防措置 

   運行路線にかかわる危険箇所についてあらかじめ調査し、それを教育、訓練等により従業

員に周知徹底するものとする。 

 （１）建物密集地 

 （２）ガソリンスタンド 

 （３）橋梁 

 （４）踏切 

 （５）歩道橋の下 

 （６）路肩軟弱箇所 

 （７）高圧ガス貯蔵所 

 （８）電柱、塀 

 （９）高圧線の真下 

 ３ 情報の収集、伝達 

   地震情報等の伝達、収集は迅速かつ的確な周知の方法を図るものとする。 

   特に、運行車両の乗務員は、ラジオ、サイレン、半鐘、標識等による情報収集に努めるも

のとする。貸切車の乗務員についても同様とする。 

 ４ 運転中の乗務員の措置 

 （１）大地震の発生を覚知した乗務員は、速やかに車両の運行を中止し、危険箇所を避け、安

全と思われる場所に停止し、旅客に対し避難地の教示を行うものとする。 

 （２）運行の中止にあっては、十分な車両の安全措置を行ったうえ、駐車措置を講じ旅客の避

難状況等について町災害対策本部に連絡するものとする。 

 

第７ 電気通信施設応急対策 

  地震災害時における電信電話サービスの基本は、公共機関等の通信確保はもとより、被災
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地域における通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保するために、応急作業を迅速かつ的

確に実施して通信の疎通を図る。 

 １ 電話（通信）の確保  

 （１）災害対策本部の設置  

    地震等の非常災害が発生した場合、その状況により災害対策本部、現地に現地災害対策

本部 を設置し、情報の収集伝達及び応急対策ができる体制をとる。  

    この場合、町及び各防災関係機関と密接な連絡を図る。  

 （２）情報連絡体制  

    震災の発生に伴い情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達にあたる。  

 ２ 災害時の応急措置  

 （１）設備、資機材の点検及び発動準備  

    大地震の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検を行う。  

   ア 電源の確保  

   イ 災害対策用機器（無線機器、移動電源装置等）の発動準備  

   ウ ビル建築物の防災設備の点検  

   エ 工事用車両、工具等の点検  

   オ 保有する資材、物資の点検  

   カ 所内、所外施設の巡回、点検による被害状況の把握  

 （２）応急措置  

    地震により、通信設備に被害が生じた場合又は異常輻輳等の事態により、通信の疎通が

困難になったり、通信が途絶するような場合においても、最小限度の通信を確保するため、

次のとおり応急措置を行う。  

   ア 通信の利用制限  

   イ 非常通話、緊急通話の優先・確保  

   ウ 無線設備の使用  

   エ 非常用公衆電話の設置  

   オ 臨時電報、電話受付所の開設  

   カ 回線の応急復旧  

 （３）応急復旧対策  

   ア 災害により被災した電気通信設備の状況により、復旧は次のとおりとする。  

   （ア）応急復旧工事  

     ａ 電気通信設備を応急的に復旧する工事  

     ｂ 原状復旧までの間、維持に必要な補強、整備工事  

   （イ）原状復旧工事  

      電気通信設備を機能、形態において被災前の状態に復する工事  

   （ウ）本復旧工事  

     ａ 被害の再発を防止し、設備拡張、改良工事を折り込んだ復旧工事  

     ｂ 電気通信設備が全く消滅した場合、復旧する工事  
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   イ 地震等により被災した通信回線の復旧については、あらかじめ定められた以下の表の

順位にしたがって実施する。 

順位 復旧する電気通信設備 

１ 〇気象機関に設置されるもの  

〇水防機関に設置されるもの  

〇消防機関に設置されるもの  

〇災害救助機関に設置されるもの  

〇警察機関に設置されるもの  

〇防衛機関に設置されるも  

〇輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

２ 〇ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの  

〇選挙管理機関に設置されるもの  

〇別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置

されるもの  

〇預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの  

〇国又は地方公共団体の機関に設置されるもの  

 （第１順位となるものを除く）  

３ 〇第１順位及び第２順位に該当しないもの  

 

 

第２２節 道路、河川管理施設及び公共建築物等の応急対策 

（建設課、東北・北陸地方整備局、東日本高速道路㈱） 

 災害時においては、道路・橋りょう施設を災害から防護するとともに、緊急輸送路を優先的

に応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、避難及び救助・救護のための交通路を確保する。 

 また、地震により河川管理施設等が被害を受けた場合は、浸水被害等が拡大する可能性があ

るため、対策を講じる必要がある。 

 さらに、公共建築物等の管理者は、その機能を確保するため、自主的な災害応急対策活動を

行い、被害の軽減を図る。 

 

第１ 道路の応急対策 

 １ 基本方針 

   地震により道路、橋りょう等の交通施設に被害が発生し、若しくは発生するおそれがあ

り、交通安全と施設保安上必要と認められるとき、又は地震災害における緊急輸送路の確

保のため必要があると認められるときは、通行禁止及び制限並びにこれに関連した応急対

策についての計画を定め、警察との連携を図りながら、直ちに活動に入る。 
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 ２ 応急対策 

 （１）道路管理者は、その管理する道路について早急に被害状況を把握し、所定の報告をす

るほか、障害物除去、応急復旧を行い道路機能を確保する。 

 （２）上水道等道路占用施設に被害が発生した場合は、当該施設管理者及び当該道路管理者

に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置等住民の安全確保

のための措置をとり、事後速やかに連絡する。 

 （３）地震災害発生と同時に、警察と協力して交通規制を行い、ラジオ、標識、情報板、看

板及び道路管理者所有のパトロールカー等により、通行者等に対し交通情報等を提供す

る。 

 

第２ 河川管理施設等の応急対策 

 １ 基本方針 

   地震による被害を軽減するため、水防活動が円滑かつ十分に行われるように配慮する。 

 （１）水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

 （２）水門、樋門等に対する遅延のない操作 

 （３）水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

 ２ 応急対策 

 （１）水防活動が十分に行われるよう水防関係機関は、情報の連絡、又は交換を図り、水防

上必要な器具、資材等の整備及び技術的な援助を与える等相互協力して応急復旧にあた

る。 

 （２）ため池施設の管理者は、一定規模以上の地震が発生した場合は、ため池の緊急点検を

行い、その結果を速やかに町に報告する。また、ため池に被害が発生した場合は、直ち

に応急措置を行い、ため池の安全を確保し、二次災害を防止する。 

    管理者は、地震によりため池被害が生じた場合は、町長の指示のもと直ちに緊急放流

や応急工事等を行い、ため池の安全回復に努める。 

 

第３ 公共建築物等の応急対策 

 １ 基本方針 

   各施設の管理者は、人命安全確保を第一とし、重要な社会公共施設の機能を確保するた

め、自主的な災害活動を行い、被害の軽減を図るものとする。 

   社会公共施設は、地震災害後における医療、給食、ボランティア活動等における災害応

急対策の拠点としての業務が遂行できるよう、それぞれの施設において、自主的な災害対

策活動が実施できることを目標とする。 

 ２ 応急対策 

   各施設の管理者は、重要な社会公共施設の機能及び人命の安全確保を図るため、自主的

な応急対策を行い、被害の軽減を図るものとする。各施設管理者は、地震時の出火及びパ

ニック防止を重点をおき、それぞれの施設において自主的な災害活動が実施できるように

するとともに、地震災害後における災害復旧を早急に行う。 
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 （１）避難対策については、特に綿密な計画を作成して万全を期する。 

 （２）地震時における混乱の防止措置を講ずる。 

 （３）緊急時には関係機関へ通報して応急の措置を講ずる。 

 （４）避難所になった場合には、防火について十分な措置をとる。 

 （５）施設入所者、利用者等の人命救助を第一とする。 

 ３ 役場庁舎等の応急修理 

   軽微な被害については、庁舎等管理者において応急修理を実施することとし、被害が著

しく、執務に支障がある場合は、行政事務の執行等を考慮し必要により仮庁舎等を設置す

る。 

 

 

第２３節 文教対策 

（教育課） 

 大地震が発生した場合、学校においては、園児、児童、生徒（以下この章において「生徒等」

という。）の生命、身体の安全保護に万全を期するとともに、緊急事態に備え迅速かつ的確に対応

できるよう措置が講ぜられなければならない。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２２節のとおり） 

 １ 生徒等保護対策 

 （１）基本方針 

   ア 生徒等の生命、身体の安全確保を最優先した計画であること。 

   イ 町の地震災害対策計画等を踏まえ、交通機関の運行状況についても十分配慮したもの

であること。 

   ウ 学校の所在する地域の諸条件を考慮した計画であること。 

   エ 生徒等の行動基準及び学校や教師の対処、行動が明確にされていること。 

   オ 全職員の共通理解がなされていること。 

   カ 大地震が発生した場合、緊急連絡等ができない事態を想定して、特に生徒等の引き渡

し等について、保護者に十分理解されている対策計画であること。 

 （２）学校等の対応 

   ア 学校長等は、災害対策本部を設置し、情報等の把握に努め的確な指導に当たる。 

   イ 生徒等については、教職員の指導のもとに全員を直ちに帰宅させることを原則とする。 

   ウ 生徒等の引き渡しにあっては、あらかじめ方法を明確にしておくものとする。 

   エ 学校長等は、町教育委員会に退避、誘導等の状況を速やかに報告する。 

   オ 初期消火、救護、搬出活動等の防災活動、防災体制をとる。 

 （３）教職員の対処、指導基準 

   ア 大地震が発生した場合、生徒等を教室等に集める。 

   イ 生徒等の退避、誘導にあっては、氏名、人員等の掌握、異常の有無等を明確にし、的

確に指示する。 

   ウ 学級担任等は、学級名簿等を携行し本部の指示により所定の場所へ誘導退避させる。 
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   エ 心身障がい児については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど十分配慮する。 

   オ 生徒等の保護者への引き渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行う。 

   カ 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家族等で帰宅できない生徒等については、氏名、

人員等を確実に把握し、引き続き保護する。 

   キ 生徒等の安全を確保した後、本部の指示により防災活動に当たる。 

 （４）登下校時、在宅時に大地震の発生が予知された場合の対策 

   ア 登下校時に大地震が発生した場合は、直ちに帰宅するよう指導する。 

   イ 交通機関の利用時については、関係機関の責任者の指示に従うよう指導する。 

   ウ 在宅中の時は、登校しないようにし、家族とともに行動するよう指導する。 

 ２ 応急教育対策 

   各所属は、速やかに生徒等並びに教職員及び施設設備の被害状況を把握し教育委員会等に

報告し、学校教育の実施に万全を期するため、教職員、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。 

 

 

第２４節 要配慮者対策 

（生活課、社会福祉協議会、国際交流協会） 

 地震災害発生時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等い

わゆる「要配慮者」は、災害情報の受理及び認識、非難行動、避難所における生活等のそれぞれ

の場面で困難に直面することが予想される。 

 このため、「第１０節避難」のとおり、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において、配慮する

必要があるとともに、災害発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における保健福祉サービス

の提供等が求められる。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２４節のとおり） 

 

 

第２５節 ボランティアとの連携 

（生活課、社会福祉協議会、ＮＩＶＯ） 

 大規模な地震により県内に大きな災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施す

るためには、防災関係機関だけでは、十分に対応することができないことが予想される。 

 このため、防災関係機関等は、ボランティアの協力を得ながら、効率的な災害応急活動を行え

るようボランティアの有効な活用を図るものとする。 

 なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化していくこ

とに留意する必要がある。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２５節のとおり） 
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第２６節 危険物施設等災害応急対策 

（総務課、生活課、会津坂下消防署、高圧ガス貯蔵所） 

 地震により危険物等貯蔵施設に係る危険物災害等による災害が発生した場合、附近住民の生

命・財産を脅かすことが予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかに応急対策を図る

ための対策を確立するものとする。 

 

第１ 火薬類施設応急対策 

 １ 出動体制 

   火薬類の販売業者及び消費者は、地震発生による火災等により、火薬庫、火薬類取扱所及

び庫外貯蔵所（以下、この項目においては「施設等」という。）が危険な状態となった場合又

は爆発等の災害が発生した場合は、二次災害防止のための残置火薬類の安全措置等緊急措置

が迅速に実施できるよう出動体制を整えるものとする。 

 ２ 被害状況の把握（情報収集） 

   地震発生を覚知した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、被害状

況により緊急措置等の必要の有無を検討する。 

 （１）施設等の被害状況 

 （２）施設等の周辺の火災状況 

 （３）一般被害状況に関する情報（交通状況等） 

 ３ 災害時における緊急措置 

   関係業者は、消防署、警察署等との連携を密にして、速やかに次の措置を講ずるものとす

る。 

 （１）保管、貯蔵中の火薬類を安全な場所に移す余裕のある場合は、速やかにこれを安全な場

所に移し、見張り人等を配置し、関係者以外の者が近づくことを禁止する。 

 （２）火薬庫内の火薬類を移す余裕がない場合は、入口窓等を目塗土で完全に密閉し、木部に

あっては、適切な防火措置を講ずる。 

 （３）火薬類の爆発等の恐れがある場合は、付近の住民に避難するように警告し避難誘導を行

う。 

 （４）吸湿、変質等により原性質若しくは原形を失った火薬類等は、火薬取締法に基づき廃棄

を行う。 

 

第２ 高圧ガス施設応急対策 

 １ 出動体制 

   震度４以上の地震が発生した場合には、あらかじめ定められた社員等が出動し、巡回・点

検等を行い、ガス漏れ等の被害が生じた場合又は危険な状態になったときは、二次災害防止

のため緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよう社員等に周知するとともに、必要な備品等

を通常から整備しておくものとする。 

 ２ 被害状況の把握（情報収集） 

   地震発生を覚知した場合には、速やかに次に掲げる情報を迅速かつ的確に把握し、被害状
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況により緊急措置等の必要の有無を検討する。 

 （１）施設等の被害状況 

 （２）一般被害状況に関する情報 

 ３ 災害時における緊急措置 

   災害が発生した場合においては、緊急措置が迅速かつ的確に実施できるよう具体的な措置

を次のとおり定めておくものとする。 

 （１）設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中等に安全に放出する。 

 （２）被害状況に応じ、付近の住民に避難するよう警告し、避難誘導を行う。 

 

 

第２７節 災害救助法の適用等 

（総務課） 

 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、県知事は、

法定受託事務としてその救助の実施に当たるものとされていることから、町は、県知事の指示に

従い、対処する。 

（第２編一般災害対策編 第２章災害応急対策計画 第２６節のとおり） 
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第４章 災害復旧対策計画 

 

第１節 公共施設の災害復旧（対策）計画 

（総務課、政策財務課、生活課、建設課、産業課、教育課） 

 大地震の場合、数年にわたり大きな余震も続くことも考えられるため、災害復旧計画は、災害

発生後被災した原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するため、必要な施設の設計または改

良を行うこと、将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復興を目標にその実施を図る者とす

る。この計画の策定に当たっては、応急復旧の終了後、被害の程度を十分検討して作成するもの

で、今後、災害の実態の把握と併せて恒久的計画をたてるものとする。 

（第２編一般災害編 第３章災害復旧対策計画 第１節のとおり） 

 

 

第２節 被災者の生活確保対策 

（総務課、政策財務課、生活課、建設課、産業課、社会福祉協議会） 

 大規模災害時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危

険に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、速やかな災害復

旧を妨げる要因となる。そこで、災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、

防災関係機関と協力し、被災地の生活の安定のため緊急措置を講ずるものとする。 

（第２編一般災害編 第3章災害復旧対策計画 第２節のとおり） 
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第１章 総則 

 

第１節 計画の目的 

 

 地域防災計画事故対策編は、航空災害、鉄道災害、道路災害、危険物等災害、大規模な火事災

害及び林野火災（以下、この章において事故災害という。）に対処するため、近年の社会構造の変

化、過去の大規模な災害の経験等を踏まえて総合的な対策を定めたものであり、町及び防災関係

機関が、相互に緊密な連携を取りつつ、その有する全機能を有効に発揮し、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、身体及び財産を事故災害から保護するこ

とを目的とする。 

 この事故対策計画に定められていない事項については、一般災害対策編の定めによるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４編 事故対策編 第１章 総則 

－ 230 － 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４編 事故対策編 第２章 航空災害対策計画 

－ 231 － 

第２章 航空災害対策計画 

（総務課） 

 この計画は、航空輸送事業者の運行する航空機の墜落等の大規模な航空機事故による多数の死

傷者等の発生といった航空災害に対し、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、防災関係機関

が実施する予防及び応急の各対策について定める。 

 

第１節 航空災害予防対策計画 

 

第１ 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）航空運送事業者は、航空災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び応急復旧のための

体制を整備する。 

 （２）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 

 （１）航空運送事業者は、応急活動、復旧活動、資機材の調達に関し、各関係機関及び関係事

業団体相互において、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化

に努めるものとする。 

 （２）町は、迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連

絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を

図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 消防力の強化 

    「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消防施設、

消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

 

第２ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について要配慮者に十分配慮し、民生児童委員、

消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものとする。 
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第２節 航空災害応急対策 

  

第１ 災害情報の収集伝達 

  町は、航空災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２編第２章第４節 災

害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝達を実施するものとする。 

  また、県（生活環境部）への航空災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等速報

要領に基づく通報」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

 １ 町は、発災後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県

消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ２ 相互応援協力 

   町は、航空災害の規模が町の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、「第２編第２章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他の市町村長の応援

又は応援あっせんを求めるものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

   町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」の

定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、必要

に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助産）

救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの

とする。 

 （２）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 災害広報 

  町は、県、防災関係機関及び航空運送事業者と相互に協力し、航空災害の状況、安否情報、

医療機関に関する情報、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に

広報するとともに「第２編第２章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずるも

のとする。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす

る。 

 



第４編 事故対策編 第３章 鉄道災害対策計画 

－ 233 － 

第３章 鉄道災害対策計画 

（総務課、政策財務課） 

 この計画は鉄軌道における列車の衝突等による多数の死傷者等の発生といった鉄道災害に対

して、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する予防、応急及び復旧

の各対策について定めるものとする。 

 

第１節 鉄道災害予防対策 

 

第１ 鉄道交通の安全確保 

  町、道路管理者及び東日本旅客鉄道㈱等は、構造の改良、踏切保安設備の整備、交通規制

の実施、統廃合の促進等踏切道の改良に努めるものとする。 

 

第２ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）東日本旅客鉄道㈱は、「第２編第１章第２１節第５ 鉄道施設〔東日本旅客鉄道㈱〕応

急対策」の定めにより、通信設備等を整備し、事故発生時の迅速かつ的確な情報の収集・

連絡するための体制整備を図るものとする。 

    町は、密接に情報の収集・連絡するため必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 

 （１）町は、鉄道災害における応急対策に万全を期すため、応援体制の整備を図るとともに、

「第２編第１章第１節第４ 応援協力体制の整備」の定めにより、必要な措置を講ずるも

のとする。 

 （２）町は、応援協定に基づき迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、

連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を図

るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 防災体制の強化 

   「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消防施設、

消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 
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 ５ 防災訓練の実施 

   町は、「第２編第１章第５節 訓練に関する計画」の定めにより大規模災害を想定し、県、

町、防災関係機関、東日本旅客鉄道㈱及び地域住民等が相互に連携し、消火、救助・救急等

について、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

第３ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について災害時要配慮者に十分配慮し、民生委員、

消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものとする。 

 

第４ 防災知識の普及・啓発 

  東日本旅客鉄道㈱は、国等と連携し、踏切道における自動車との衝突、置石等による列車脱

線事故等の事故を防止するため、全国交通安全運動等を通じ、ポスターの掲示、チラシの配布

等により、事故防止に関する知識の復旧・啓発に努めるものとする。 

 

 

第２節 鉄道災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

  町は、鉄道災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２編第２章第４節 災

害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝達を実施するものとする。 

  また、県（生活環境部）への鉄道災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等速報

要領に基づく通報」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

 １ 町は、発災後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県

消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ２ 相互応援協力 

   町は、鉄道災害の規模が町の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、「第２編第１章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他の市町村長の応援

又は応援あっせんを求めるものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

   町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」の

定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、必要

に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助産）
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救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの

とする。 

 （２）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 災害広報 

  町は、県、防災関係機関及び東日本旅客鉄道㈱と相互協力し、鉄道災害の状況、安否情報、

医療機関に関する情報、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に

広報するとともに「第２編第１章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずるも

のとする。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす

る。 

 

 

第３節 鉄道災害復旧対策計画 

 

 １ 東日本旅客鉄道㈱は、県、町及び関係機関との連絡を密にし、事故災害に伴う施設及び

車両の被害に応じ、あらかじめ定めた物資、資材の調達及び人材の広域応援に関する計画

を活用し、迅速かつ的確に被災施設の復旧作業を行い、又は支援するものとする。 

   また、東日本旅客鉄道㈱は、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。 

 ２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない

場合には、「第２編第３章 災害復旧対策計画」の定めによるものとする。 
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第４章 道路災害対策計画 

（総務課、建設課） 

 この計画は、自然災害や道路事故等で生じる道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発

生といった道路災害に対して、その拡大を防止し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施

する予防、応急及び復旧の各対策について定めるものとする。 

 

第１節 道路災害予防対策 

 

第１ 道路交通の安全のための情報の充実 

  町、道路管理者及び会津坂下警察署は、道路交通の安全確保のための情報収集、連絡体制

の整備を図るとともに、道路利用者に道路施設等の異常に関する情報を迅速に提供する体制

の整備に努めるものとする。 

 

第２ 道路施設等の整備 

 １ 道路管理者は、道路パトロール等により道路施設等の点検を行い現況把握に努める。 

 ２ 道路管理者は、道路災害を予防するため、必要な施設の整備を図るものとする。 

 ３ 道路管理者は、道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークを

確保するため、落石防止、法面対策、迂回路やバイパスの整備等を計画的かつ総合的に実

施するものとする 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）道路管理者は、道路災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び災害復旧のための体

制の整備に努めるものとする。 

 （２）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 

 （１）町は、道路災害における応急対策に万全を期すため、応援体制の整備を図るとともに、

「第２編第１章第１節第４ 応援協力体制の整備」の定めにより、必要な措置を講ずるも

のとする。 

 （２）町は、応援協定に基づき迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、

連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を
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図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 消防力の強化 

   「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消防施設、

消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

 ５ 防災訓練の実施 

   町は、「第２編第１章第５節 訓練に関する計画」の定めにより大規模災害を想定し、県、

町、防災関係機関、道路管理者及び地域住民等が相互に連携し、消火、救助・救急等につい

て、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

第４ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について要配慮者に十分配慮し、民生委員、消防

団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 防災知識の普及・啓発 

  道路管理者は、道路を守る月間、道路防災週間等を通じ、道路利用者に対して、災害発生時

にとるべき行動等知識の普及・啓発に努めるものとする。 

 

 

第２節 道路災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

 １ 道路管理者は、道路災害が発生した場合、速やかに被害状況、応急対策の活動状況、対

策本部設置状況等について、関係機関に伝達するとともに、緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 

 ２ 町は、道路災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２編第２章第４節 災

害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝達を実施するものとする。 

   また、県（生活環境部）への道路災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等速

報要領に基づく通報」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

 １ 道路管理者の活動体制 

   道路管理者は、災害発生後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策

本部の設置等必要な体制をとるとともに、災害の拡大防止のために必要な措置を講ずるも

のとする。 

 ２ 町は、発災後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等
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必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県

消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ３ 相互応援協力 

   町は、道路災害の規模が町の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、「第２編第２章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他の市町村長の応援

又は応援あっせんを求めるものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

 （１）道路管理者は、消防機関、会津坂下警察署等による迅速かつ的確な救助・救出が行わ

れるよう協力するものとする。 

 （２）町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」

の定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、

必要に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助

産）救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの

とする。 

 （２）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 危険物の流出に対する応急対策 

  道路災害により危険物が流出し又はそのおそれがある場合、消防機関、会津坂下警察署、

道路管理者等は、相互協力して直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、危険物による二次災

害の防止に努めるものとする。 

 

第５ 道路施設・交通安全施設の応急復旧 

 １ 道路管理者は、迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、類似の災害の

再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について緊急点検を行う。 

 ２ 会津坂下警察署は、災害により破損した交通安全施設の早期復旧を図るとともに、被災

現場周辺等の施設についても緊急点検を行う。 

 

第６ 災害広報 

  町は、県、防災関係機関及び道路管理者と相互に協力し、道路災害の状況、安否情報、医

療機関に関する情報、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広

報するとともに「第２編第１章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずるもの

とする。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす
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る。 

 

 

第３節 道路災害復旧対策計画 

 

 １ 道路管理者は、県、町及び関係機関との連絡を密にし、迅速かつ円滑に被災施設の復旧

作業を行うものとする。 

   また、道路管理者は、可能な限り復旧予定時期を明示するものとする。 

 ２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない

場合には、「第２編第３章 災害復旧対策計画」の定めによるものとする。 
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第５章 危険物等災害対策計画 

(総務課、生活課) 

 この計画は、危険物及び高圧ガスの漏洩、流出、火災、爆発による多数の死傷者等の発生し

又は発生するおそれがある場合、毒物・劇物の飛散、漏洩、流出等による多数の死傷者等の発

生し又は発生するおそれがある場合、火薬類の火災、爆発による多数の死傷者等の発生し又は

発生するおそれがある場合といった危険物等災害に対し、その拡大を防止し被害の軽減を図る

ため、防災関係機関が実施する予防、応急及び復旧の各対策について定めるものとする。 

 

第１節 危険物等災害予防対策 

 

第１ 危険物等の定義 

 １ 危険物 

   消防法第２条に規定されているものとする。 

 ２ 高圧ガス 

   高圧ガス保安法第２条に規定されているものとする。 

 ３ 毒物・劇物 

   毒物及び劇物取締法第２条に規定されているものとする。 

 ４ 火薬類 

   火薬類取締法第２条に規定されているものとする。 

 

第２ 危険物等施設の安全性の確保 

  危険物等の貯蔵・取扱いを行う事業者（以下、この節において「事業者」という。）は、法

令で定める技術基準を遵守し、また、県（生活環境部、保健福祉部）及び町は、危険物等関

係施設に対する立入検査の徹底により、施設の安全性の確保に努めるものとする。 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）事業者は、災害時に、施設、設備の被害情報の把握及び災害復旧のための体制の整備

に努めるものとする。 

 （２）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 

 （１）事業者は、応急活動、復旧活動、資機材の調達に関し、各関係機関及び事業者団体相

互において、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化に努め

るものとする。 
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 （２）町は、危険物等災害における応急対策に万全を期すため、応援体制の整備を図るととも

に、「第２編第１章第１節第４ 応援協力体制の整備」の定めにより、必要な措置を講ずる

ものとする。 

 （３）町は、応援協定に基づき迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、

連絡調整窓口、連絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を

図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 消防力の強化 

   「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作成し、消防施

設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

 ５ 危険物等の大量流出時における防除活動 

   消防機関、関係事業者は、危険物等が河川等へ大量に流出した場合に備え、防除資機材を

整備するとともに、災害時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するもの

とする。 

 ６ 避難対策 

   町は、避難対策について迅速な対応をとることができるよう、避難場所、避難路等をあら

かじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、「第２編第１章第１０節 避難

対策」の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

 ７ 防災訓練の実施 

   町は、「第２編第１章第５節 訓練に関する計画」の定めにより大規模災害を想定し、県、

町、防災関係機関、事業者、自衛消防組織及び地域住民等が相互に連携し、消火、救助・救

急等について、より実践的な防災訓練を実施するものとする。 

 

第４ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について災害時要配慮者に十分配慮し、民生委

員、消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものと

する。 

 

第５ 防災知識の普及・啓発 

  町及び防災関係機関は、危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、住民に対して、その危険

性を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動等知識の普及・啓発に努めるものとする。 
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第２節 危険物等災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

 １ 事業者は、危険物等災害が発生した場合、速やかに被害状況、応急対策の活動状況、対

策本部設置状況等について、関係機関に伝達するとともに、緊密な連携の確保に努めるも

のとする。 

 ２ 町は、危険物等災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２編第２章第４

節 災害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝達を実施するもの

とする。 

   また、県（生活環境部）への危険物等災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害

等速報要領に基づく通報」により連絡するものとする。 

 

第２ 活動体制の確立 

 １ 事業者の活動体制 

   事業者は、災害発生後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部

の設置等必要な体制をとるとともに、災害の拡大防止のために必要な措置を講ずるものと

する。 

 ２ 町は、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県

消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ３ 相互応援協力 

   町は、危険物等災害の規模が町の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められ

る場合には、「第２編第２章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他の市町村長の

応援又は応援あっせんを求めるものとする。 

 

第３ 災害の拡大防止 

  県、町、消防機関等は、関係法等の定めにより、危険物等災害時の危険物等の流出・拡散

防止及び除去、環境モニタリングをはじめ、住民避難、事業者に対する応急措置命令、危険

物等関係施設の緊急使用停止命令など適切な応急対策を講じるものとする。 

 

第４ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

 （１）町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」

の定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、

必要に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助

産）救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの
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とする。 

 （２）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第５ 危険物等の大量流出に対する応急対策 

  県及び町は、危険物等が河川等に大量に流出した場合には、関係機関と協力し、直ちに環

境モニタリング、危険物等の処理等必要な措置を講ずるものとする。 

 

第６ 避難誘導 

 １ 危険物等災害により住家等への被害拡大の危険性があると判断した場合には、人命の安

全を第一に「第２編第２章第１０節 避難」の定めにより、地域住民等に対し避難の勧告

又は指示等の必要な措置を講じるものとする。 

 ２ 要配慮者対策 

   町等は、要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難場所における生活等について配慮す

るとともに「第２編第２章第１０節 避難」及び「同章第２４節 要配慮者対策」の定めに

より、必要な措置を講ずるものとする。 

 

第７ 災害広報 

  町は、県、防災関係機関及び道路管理者と相互協力し、道路災害の状況、安否情報、医療

機関に関する情報、交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広報

するとともに「第２編第２章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずるものと

する。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす

る。 

 

 

第３節 危険物等災害復旧対策計画 

 

 １ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない

場合には、「第２編第３章 災害復旧対策計画」の定めによるものとする。 
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第６章 大規模な火事災害対策計画 

（総務課） 

 この計画は、住宅の密集化等により、市街地における火災は大規模化する危険性が増している

ことから、大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対し、その拡

大を防止し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する予防及び応急の各対策について定め

る。 

 

第１節 大規模な火事災害予防対策計画 

 

第１ 災害に強いまちづくりの形成 

 １ 災害に強いまちの形成 

   県及び町は、火事による被害の防止・軽減するため、土地利用の規制・誘導、避難地、避

難路の整備、建築物の不燃化等の施策を総合的に推進するものとする。 

 ２ 火災に対する建築物の安全性 

 （１）消防用設備等の整備、維持管理 

    県（生活環境部）、町、消防本部（会津坂下消防署）及び事業者等は、多数の人が出入り

する事業所等の建築物について、法令に適合したスプリンクラー設備等の設置を促進する

とともに、当該建築物に設置された消防用設備等については、災害時にその機能を有効に

発揮することができるよう定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行うものとする。 

 （２）建築物の防火管理体制 

    県（生活環境部）、町、消防本部（会津坂下消防署）及び事業者等は、火事等の災害から

人的、物的損害を最小限度に止めるため、学校、病院、工場等の防火管理者の設置につい

て指導し、防火管理体制の強化に努めるものとする。 

 

第２ 大規模な火事災害防止のための情報の充実 

  県（生活環境部）及び町は、大規模な火事災害防止のため、福島県総合情報通信ネットワー

ク、防災行政無線等を利用し、福島地方気象台等と連携のうえ、気象警報・注意報の発表等気

象に関する情報の迅速かつ正確な把握に努め、気象状況の変化に対応した予防対策を講じるも

のとする。 

 

第３ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 



第４編 事故対策編 第６章 大規模な火事災害対策計画 

－ 246 － 

 （１）町及び防災関係機関は、応急対策に万全を期すため、各関係機関及び関係事業団体相互

において、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化に努めるも

のとする。 

 （２）町は、迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連

絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 捜索、救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を

図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 消防力の強化 

   町は、大規模な火事に備え、消火栓に偏ることなく防火水槽等の整備等消防水利の多様化

を図るとともに、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計画を作

成し、消防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

 

第４ 防災知識の普及・啓発 

  町及び防災関係機関は、全国火災予防運動等を通じて、住民に対して、大規模な火事の想定

等を示しながらその危険性を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動等知識の普及・啓

発に努めるものとする。 

 

第５ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について要配慮者に十分配慮し、民生・児童委員、

消防団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものとする。 

 

 

第２節 大規模な火事災害応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

  町及び防災関係機関は、大規模な火事災害の情報を受理したときは、その状況把握に努め、

「第２編第 2 章第４節 災害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝

達を実施するものとする。 

  また、県（生活環境部）への大規模な火事災害の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災

害等速報要領に基づく通報」により連絡するものとする。 

第２ 活動体制の確立 

 １ 町は、発災後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県
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消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ２ 相互応援協力 

   町は、火事災害の規模が町の消防体制では十分な応急措置の実施が困難と認められる場

合には、「第２編第２章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他の市町村長の応援

又は応援斡旋を求めるものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

   町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」の

定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、必要

に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助産）

救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの

とする。 

 （２）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４ 避難誘導 

 １ 大規模な火事災害により住家等への被害拡大の危険性があると判断した場合には、人命

の安全を第一に「第２編第２章第１０節 避難」の定めにより、地域住民等に対し避難の

勧告又は指示等の必要な措置を講じるものとする。 

 

第５ 要配慮者対策 

  町等は、要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難場所における生活等について配慮する

とともに「第２編第２章第１０節 避難」及び「同章第２４節 要配慮者対策」の定めにより、

必要な措置を講ずるものとする。 

 

第６ 災害広報 

  町は、県及び防災関係機関と相互協力し、火災の状況、安否情報、医療機関に関する情報、

交通規制等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切に広報するとともに「第２

編第２章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずるものとする。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす

る。 
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第３節 大規模な火事災害復旧対策計画 

 

 １ 町、県及び関係機関は、国と連携し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材

の広域応援に関する計画を活用し、迅速かつ円滑に被災施設等の復旧作業を行い、又は支

援するものとする。 

 ２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない

場合には、「第２編第３章 災害復旧対策計画」のさだめによるものとする。 
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第７章 林野火災対策計画 

（総務課、産業課） 

 この計画は、火災により広範囲にわたる林野の焼失等といった林野火災に対し、その拡大を防

止し被害の軽減を図るため、防災関係機関が実施する予防及び応急の各対策について定める。 

 

第１節 林野火災予防対策計画 

 

第１ 林野火災の特性 

  林野火災は、その発火地点等、山林の特殊性による早期発見が困難、現場到着の遅延から生

ずる初期消火の困難及び水利の不便等もあり、一般火災に対する消火活動とは著しく異なって

いる。 

  また、その被害は、単に森林資源の焼失にとどまらず、人家の焼失、人畜の損傷、森林の水

資源かん養機能や土砂流出防止機能等の喪失等をも招くことがあり、その影響は極めて大きい

ものがある。 

 

第２ 林野火災に強い地域づくり 

 １ 町は、林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域を有していることから、県（生活環境

部、農林水産部）と協議してその地域の特性に配慮した林野火災特別地域対策計画を作成し、

林野火災対策事業を集中的かつ計画的に実施するものとする。 

 ２ 森林所有者、地域の林業関係団体等は、自主的な森林保全管理運動を推進するよう努める

ものとする。 

 ３ 町及び県は、警報発令等林野火災発生のおそれがあるときは、監視パトロール等の強化、

火入れを行う者に対する適切な対応、消防機関の警戒体制の強化等を行うものとする。 

 

第３ 林野火事防止のための情報の充実 

  県（生活環境部）及び町は、林野火災防止のため、福島県総合情報通信ネットワーク、防災

行政無線等を利用し、福島地方気象台等と連携のうえ、気象警報・注意報の発表等気象に関す

る情報の迅速かつ正確な把握に努め、気象状況の変化に対応した予防対策を講じるものとする。 

 

第４ 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 

 １ 防災情報通信網等の整備 

 （１）町は、必要に応じて不感地帯に対応した通信機器の整備について配慮する。 

    また、災害の応急対策等を支援するため、地形・地盤特性、人口、建築物、防災施設等

の防災関連情報をコンピューター上のデジタル地図に関連づけて管理する地理情報システ

ム（ＧＩＳ）の整備に努めるものとする。 

 ２ 応援協力体制の整備 

 （１）町及び防災関係機関は、対策に万全を期すため、各関係機関及び関係事業団体相互にお
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いて、応援協定の締結等による相互応援体制の整備を推進し、連携の強化に努めるものと

する。 

 （２）町は、迅速な対応をとることができるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調整窓口、連

絡方法等について必要な準備を整えておく。 

 ３ 救助・救急及び医療（助産）救護 

 （１）町は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、「第２編第１章第６節第１ 消防力の強化」

及び「同章第１１節 医療（助産）救護・防疫体制の整備」の定めにより、被害の軽減を

図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 （２）町は、あらかじめ、消防機関及び医療機関の連絡体制の整備を図るとともに、相互の連

絡強化に努めるものとする。 

 ４ 消防力の強化 

 （１）防火線、防火林及び防火林道等林野火災の防火施設並びに林野火災用消防資機材を整備

するとともに、標識板、警報旗等の防火施設の整備を推進するものとする。 

 （２）町は、林野火災に備え、「消防力の基準」及び「消防水利の基準」に適合するよう整備計

画を作成し、消防施設、消防設備、消防水利等の整備に努めるものとする。 

 ５ 避難誘導 

   町は、避難対策について迅速な対応をとることができるよう、避難場所、避難路等をあ

らかじめ指定し、日頃から住民への周知徹底に努めるとともに、「第２編第１章第１０節 

避難対策」の定めにより、必要な措置を講じるものとする。 

 

第５ 防災知識の普及・啓発 

  町及び防災関係機関は、林野火災の未然防止のため、山火事防止強調月間等を通じて、住民

に対して、防火意識の啓発に努める。 

 

第６ 要配慮者対策 

  町は、「第２編第１章第１０節 避難対策」及び「同章第１５節 要配慮者対策」の定めによ

り、避難誘導、防災知識の普及、防災訓練等について要配慮者に十分配慮し、民生委員、消防

団、自主防災組織、ボランティア団体等と連携した支援体制の整備に努めるものとする。 

 

 

第２節 林野火災応急対策計画 

 

第１ 災害情報の収集伝達 

  町及び防災関係機関は、林野火災の情報を受理したときは、その状況把握に努め、「第２編

第２章第４節 災害情報の収集伝達」に基づき、関係機関に対し災害情報の収集伝達を実施

するものとする。 

  また、県（生活環境部）への林野火災の緊急連絡は、「情報連絡ルート集火災・災害等速報

要領に基づく通報」により連絡するものとする。 
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第２ 活動体制の確立 

 １ 町は、発災後速やかに職員の非常招集、情報収集伝達の確立及び災害対策本部の設置等

必要な体制をとるとともに、職員の災害現場への派遣及び状況報告、また、状況に応じ県

消防防災ヘリ等の応援要請を実施するものとする。 

 ２ 相互応援協力 

   町は、大規模な林野火災が発生した場合、町の消防体制では十分な応急措置の実施が困

難と認められる場合には、「第２編第２章第３節 相互応援協力」の定めにより知事又は他

の市町村長の応援又は応援あっせんを求めるものとする。 

 

第３ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護及び消火活動 

 １ 捜索、救助・救急、医療（助産）救護活動 

   町は、「第２編第２章第８節 救急・救助」及び「同章第１２節 医療（助産）救護」の

定めにより、消防機関、県警察本部、医療機関等の関係機関と連携を図るとともに、必要

に応じて相互応援協力に基づく応援要請等を速やかに行い、救助・救急及び医療（助産）

救護活動を実施するものとする。 

 ２ 消火活動 

 （１）消防関係等は、速やかに林野火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う

ものとする。 

 （２）町は、林野火災がその発生場所、風向及び地形等現地の状況によっては常にその変化

に応じた措置をとる必要があることを考慮し、消火活動に当たっては、消防機関等と連

携のうえ、次の事項を検討して最善の方策を講じるものとする。 

   ア 出動部隊の出動区域 

   イ 出動順路と防御担当区域（地況精通者の確保） 

   ウ 携行する消防資機材及びその他の器具 

   エ 指揮命令及び連絡要領並びに通信の確保 

   オ 応援部隊の集結場所及び誘導方法 

   カ 応急防火線の設定 

   キ 食料、飲料水、消防機材及び救急資材の確保と補給 

   ク 交代要員の確保 

   ケ 救急救護対策 

   コ 住民等の避難 

   サ 空中消火の要請 

   シ 空中消火資機材の手配及び消火体制（空中消火資機材の手配については、「福島県林

野空中消火資機材等貸付要領」を参照） 

 （３）町は、被災市町村からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速

かつ円滑な実施に努めるものとする。 
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第４ 避難誘導 

 １ 林野火災の延焼により住家等への延焼拡大の危険性があると判断した場合には、人命の

安全を第一に「第２編第２章第１０節 避難」の定めにより、地域住民等に対し避難の勧

告又は指示等の必要な措置を講じるものとする。 

 ２ 要配慮者対策 

   町等は、要配慮者に対し、情報伝達、避難誘導、避難場所における生活等について配慮す

るとともに「第２編第２章第１０節 避難」及び「同章第２４節 要配慮者対策」の定め

により、必要な措置を講ずるものとする。 

 ３ 森林内の滞在者 

   町及び消防機関等は、林野火災発生の通報を受けた場合には、直ちに広報車等により広

報を行うとともに、登山者、森林内での作業者等の滞在者に速やかに退去するよう呼びか

けるものとする。 

 

第５ 災害広報 

  町は、県及び防災関係機関と相互協力し、林野火災の状況、安否情報、医療機関に関する

情報、交通規制、二次災害の危険性等の正確かつきめ細やかな情報を、被災者等に対し適切

に広報するとともに「第２編第２章第６節 災害広報」の定めにより、必要な措置を講ずる

ものとする。 

  なお、その際、高齢者、障がい者、外国人等要配慮者に配慮した広報を実施するものとす

る。 

 

第６ 二次災害の防止 

 １ 町、県（農林水産部、土木部）及び国（森林管理署等）は、林野火災により流域が荒廃

した地域の下流部において、土石流等の二次災害が発生するおそれがあることに十分留意

して、二次災害の防止に努めるものとする。 

 ２ 町及び県（農林水産部、土木部）は、必要に応じ国と連携し、降雨等による二次的な土

砂災害防止のため、土砂災害等の危険箇所の点検を行うものとし、その結果、危険性が高

いと判断された箇所については、住民、関係者、関係機関等への周知を図り応急対策を行

うものとする。 

 ３ 町は、土砂災害等の危険箇所の点検結果に基づき、警戒避難体制の整備等必要な措置を

とるものとする。 

 

第３節 林野火災復旧対策計画 

 

 １ 町及び県は、国と連携し、造林補助事業、治山事業等により、林野火災跡地の復旧と林

野火災に強い森林づくりに努めるものとする。 

 ２ 復旧対策については、事故の原因者が実施するものとするが、それにより対応できない

場合には、「第２編第３章 災害復旧対策計画」の定めによるものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 
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第１節 総則 

（総務課） 

 この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）及び原子力災害対策特別措置法（平成

11 年法律第 156 号、以下「原災法」という。）に基づき、廃止措置が決定された原子炉及び運転

を停止している原子炉施設から放射性物質または放射線が異常な水準で事業所外へ放出されるこ

とによる原子力災害の発生及び拡大を防止し、町民の安全を図ることをこの章の目的とする。 

 なお、この計画に定めるもの以外の必要な対策については、「第１編総則 第２編一般災害対策

編 第３編地震対策編」に準拠するものとする。 

 

  近隣原子力発電所からの直線距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会津坂下町は、各原子炉施設から直線距離で１００ｋｍ以上離れていることから影響は極め

て低いものと考えられるが、しかしながら、気象（大気）の状況に応じては、多少なりとも放

射線の影響が懸念される。 

 

第１ 原子力防災対策の特殊性及び複合災害への備え 

  原子力災害は、自然災害と比べ、 放射線による被ばくが通常五感に感じられないこと、被ば

くの程度が自ら判断できないこと及び自らの判断で対処するためには放射線等に対する概略的

な知識を必要とすることなどの特殊性を有している。 

  また、原子力災害と大規模自然災害が相前後して発生する複合災害においては、建物、道路
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及び通信設備の被災、停電等により、要員の参集、情報収集、通報連絡などの応急対策活動が

極めて困難な状況に置かれることとなる。 

  このため、本計画においては、これらを踏まえ、住民に対する放射線等に関する知識の普及

及び防災訓練等の参加を通じた役割の周知、防災関係機関に対する教育訓練等、必要な体制を

あらかじめ確立するとともに、複合災害時においても、原子力災害対策を講ずる上で必要とな

る放射線モニタリング等の応急対策活動が迅速かつ的確に実施できるよう所要の措置を定める

ものとする。 

 

第２ 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 

  原子力防災に関し、町並びに防災関係機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、本計画第１

編第１章第３節に定める「防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱」を基本とする。 

 １ 会津坂下町 

 （１）町民に対する原子力防災対策に関する後方及び原子力防災に携わる者の教育訓練に関す

ること。 

 （２）原子力防災対策の実施に必要な諸資機材の整備に関すること。 

 （３）事故状況の把握及び連絡に関すること。 

 （４）汚染物質の除去等に関すること。 

 （５）被災住民の広域避難の受入れ等の支援に関すること。 

 （６）防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 ２ 福島県 

 （１）県民に対する原子力防災対策に関する広報及び原子力防災に携わる者の教育訓練に関す

ること。 

 （２）原子力防災対策の実施に必要な諸設備、資機材の整備に関すること。 

 （３）事故状況の把握及び連絡に関すること。 

 （４）緊急時モニタリングに関すること。 

 （５）緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）の整備・維持に関すること。 

 （６）市町村が行う住民の退避、避難等に対する助言及び支援に関すること。 

 （７）緊急被ばく医療活動に関すること（いわき市保健所が担う業務を除く）。 

 （８）飲食物の摂取制限等に関すること。 

 （９）汚染物質の除去等に関すること。 

 （10）市町村の原子力防災対策に対する指導及び助言に関すること。 

 （11）防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 ３ 指定公共機関 

機    関 事 務 ま た は 業 務 

独立行政法人 

放射線医学総合研究所 

 

１ 緊急被ばく医療活動に関すること。 

２ 専門機関との連携強化に関すること。 

３ 専門家の派遣に関すること。 

４ 緊急時モニタリング体制の整備に関するこ
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機    関 事 務 ま た は 業 務 

と。 

５ 避難の際の住民等に対するスクリーニング

支援に関すること。 

６ 住民相談窓口の設置等に関すること。 

７ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）

に関すること。 

独立行政法人 

日本原子力研究開発機構 

１ 関係機関との連携強化に関すること。 

２ 専門家の派遣に関すること。 

３ 緊急時モニタリング体制の整備に関するこ

と。 

４ 避難の際の住民等に対するスクリーニング

支援に関すること。 

５ 住民相談窓口の設置等に関すること。 

６ 災害応急対策の技術的支援（検討・助言）

に関すること。 

 

 ４ 東京電力株式会社 

 （１）原災法に基づく届出、通報連絡、業務計画の作成等に関すること。 

 （２）原子力施設の防災管理に関すること。 

 （３）従業員等に対する教育、訓練に関すること。 

 （４）関係機関に対する情報の提供に関すること。 

 （５）放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること。 

 （６）緊急時モニタリング活動に対する協力に関すること。 

 （７）緊急被ばく医療活動に関すること。 

 （８）県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に関すること。 

 

 

第２節 原子力災害事前準備 

（総務課、生活課、教育課、子ども課） 

 

第１ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

 １ 広報実施マニュアル等の作成 

   町は、県（県民安全総室）が作成するマニュアルに従い、国及び市町村と連携し、警戒事

象通報後から住民等に提供すべき情報の項目を災害対応のフェーズや場所等に応じて整理し、

指示内容、頻度等を検討し、あらかじめ整理しておくものとする。 

 ２ 住民相談窓口の整備 

   町は、県、国、関係市町村、事業者と連携し、住民からの問い合わせに対応する住民相談

窓口の設置等についてあらかじめその方法、体制等について定めておくものとする。 

 ３ 要配慮者等への広報体制の整備 
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   町は、県、国、関係市町村及び事業者と連携し、原子力災害の特殊性を踏まえ、高齢者、

乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者(児)及び外国人等（以下、「要配慮者」という。）及び一

時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達できるよう、周辺住民及び自主防災組織

等の協力を得ながら、平常時より情報伝達体制及び設備等の整備に努めるものとする。 

 

第２ 環境放射線モニタリング体制の整備 

  緊急時モニタリングのために、「原子力規制委員会の統括により、緊急時モニタリングセン

ターが設置される。緊急時モニタリングセンターは、原子力規制委員会、関係省庁、地方公共

団体、原子力事業者等の要員により編成され、これらの要員が連携して緊急時モニタリングを

実施する。また、上記以外の関係省庁（海上保安庁等）はその支援を行う。」とされている。 

  町は、緊急時における原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出による周辺環境への影

響の評価に資する観点から、国、県の技術的支援のもと、平常時より環境放射線モニタリング

を適切に実施するとともに、緊急時モニタリングの測定の結果をＯＩＬに基づく防護措置の実

施の判断に活用できるように、緊急時モニタリングの体制及び適切な精度の測定能力の維持に

努める。 

  そのために、町は、国、県、関係地方公共団体と連携し、モニタリング設備・機器の整備・

維持、関係機関との協力体制の確立等緊急時モニタリング実施体制を整備するものとする。 

 １ モニタリング設備・機器の整備・維持 

   町は、平常時又は緊急時における周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を把握す

るため、モニタリングポスト、積算線量計、可搬型計測用機器等の環境放射線モニタリング

設備・機器等を整備・維持するとともに、平常時よりその操作の習熟に努めるものとする。 

   また、空間線量率等を自動で連続測定するモニタリングポストの適正な維持・管理に努め

るものとする。 

 

第３ 広域避難の受入れ体制の整備 

  町は、県〔県民安全総室〕並びに関係市町村で作成する市町村間を越えた広域避難を想定し、

関係市町村が避難について調整した広域避難計画に基づき、受入れ体制を整備するものとする。 

 １ 指定避難所等の整備 

   町は、県並びに関係市町村と連携し、公共的施設（コンクリート屋内退避施設を含む）等

を対象に、避難やスクリーニング等の場所の指定にあたっては、要配慮者へ配慮した施設と

する。 

 ２ 避難場所における設備等の整備 

   町は、県並びに関係市町村と連携し、避難場所において、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マ

ット、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めるとともに、放射線測

定器及び被災者による災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものと

する。 
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第４ 避難収容活動体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

  町は、県並びに関係市町村が作成する広域避難計画に基づき、あらかじめ受入れ体制等の整

備を行う。 

 １ 避難等に関する指標 

 ２ 避難等の指示の伝達方法 

 ３ 他の市町村への避難の方法、他市町村からの避難の受け入れの体制 

 ４ 避難状況の確認体制 

 ５ 住民輸送に関する事項 

 （１）輸送車両の数 

 （２）輸送の経路 

 ６ 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

 （１）給水措置 

 （２）給食措置 

 （３）毛布、寝具等の支給 

 （４）衣類、日用必需品の支給 

 （５）負傷者に対する応急救護 

 （６）ペットとの同行避難のためのゲージ等の支援 

 ７ 指定避難所の管理に関する事項 

 （１）指定避難所の管理者及び運営方法 

 （２）避難収容中の秩序保持 

 （３）避難者に対する災害情報の伝達 

 （４）避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

 （５）避難者に対する各種相談業務 

 ８ 指定避難所の整備に関する事項 

 （１）収容施設（コンクリート建物の区別） 

 （２）給水施設 

 （３）給食施設 

 （４）情報伝達施設 

 （５）トイレ施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材等） 

 （６）ペット等の保管施設 

【関係市町村における避難計画の作成】 

 関係市町村は、原災法第15条の緊急事態において、住民避難、コンクリート屋内退避、屋

内退避等の指示又は独自の判断に基づき、安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、市町村地

域防災計画原子力災害対策編の中に、次の事項を内容とした避難計画を策定するものとする。 

 なお、避難計画の策定に当たって、予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）を有する市

町村は、原子力緊急事態宣言発出時には直ちに避難可能な体制を構築するものとし、緊急時

防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）を有する市町村は、予防的防護措置を準備する区域（Ｐ

ＡＺ）の住民避難の先行避難が円滑に実施できるよう配慮した避難計画を策定するものとす

る。さらに、避難の長期化や県外も含めた市町村間を越えた広域避難についても考慮する。 
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 ９ 要配慮者に対する救援措置に関する事項 

 （１）情報の伝達方法 

 （２）避難及び避難誘導 

 （３）避難所における配慮等 

 （４）老人デイサービスセンターの活用等 

 10 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 

 （１）広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

 （２）標識、誘導標識等の設置 

 （３）住民に対する巡回指導 

 

第５ 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発 

 １ 住民に対する知識の普及と啓発 

   町は、国、県、関係市町村及び事業者と協力して、災害時における住民の混乱と動揺を避

けるため、平常時から次に掲げる事項について広報活動を実施し、原子力防災に関する知識

の普及と啓発に努めるものとする。 

 （１）放射線及び放射性物質の特性に関すること。 

 （２）原子力発電所の概要に関すること。 

 （３）原子力災害とその特殊性に関すること。 

 （４）放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

 （５）原子力災害時に県等が講じる対策の内容に関すること。 

 （６）原子力災害時おける情報、指示等の伝達方法に関すること。 

 （７）原子力災害時にとるべき行動及び留意事項に関すること。 

 （８）その他必要と認める事項 

 ２ 防災教育の充実 

   町は、県、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災教育を実施するものとし、教

育機関においては、原子力防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

 

 

第３節 原子力災害応急対応計画 

（総務課、生活課） 

 

第１ 県からの情報提供 

  町は、県〔県民安全総室〕から発電所からの特定事象発生等の通報、発電所からの特定事象

が原災法第15条に該当した場合の報告及び環境放射線モニタリングやＳＰＥＥＤＩ等の拡散予

測結果等、その他必要と思われる事項について、総合情報通信ネットワークや電子メール等に

より連絡を受けた場合は、情報を整理し、庁内連絡会議（災害対策本部）を立ち上げ、緊急時

の対応に備えるものとする。 
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第２ 庁内連絡会議（災害対策本部）における活動 

  町は、県並びに関係市町村に対し、内閣総理大臣により緊急事態宣言が発出された場合には、

国並びに県の指示等に基づき迅速な住民避難等の応急対策を実施するものとする。 

  町は、町民の安全確保並びに被災市町村の受入れ体制の確保に努めるものとする。 

 １ 庁内連絡会議（災害対策本部）の所掌事務 

 （１）災害対策の総括に関すること。 

 （２）災害情報の収集に関すること。 

 （３）応急対策の決定、実施に関すること。 

    （緊急時モニタリング、緊急被ばく医療、警備等現地での対応を除く） 

 （４）応急対策の実施状況に関する情報の収集に関すること。 

 （５）水道の給水制限に関すること。 

 （６）農作物の採取制限、農耕制限に関すること。 

 （７）農作物の出荷制限に関すること。 

 （８）畜産物の出荷制限に関すること。 

 （９）県との連絡調整に関すること。 

 （10）その他町長が指示する事項に関すること。 

 

第３ 広域避難の実施  

 １ 被災市町村の他市町村への避難  

被災市町村は、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、被災市町

村の区域外への広域的な避難及び避難場所、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け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け入れについては都道府県に対し当該他の都道府県との協議を求め

るものとされている。  

 ２ 要請を受けた市町村の措置  

   町は、県から要請を受けた場合は、当該市町村地域防災計画に定める指定避難所の中から、

受け入れに必要な避難所を開設し、関係市町村と協力してその運営を行うものとする。 

 

 

第４節 原子力災害中長期対策 

（総務課、生活課） 

 

第１ 放射性物質による環境汚染への対処  

  町は、国、県、関係市町村、原子力事業者及びその他の関係機関とともに、放射性物質によ

る環境汚染への対処について必要な措置を行うものとする。 

 

第２ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表  

  町は、国の統括の下 、関係機関及び事業者と協力して継続的に環境放射線モニタリングを行
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い、その結果を速やかに公表するものとする。  

  その後平常時における環境放射線モニタリング体制に移行するものとする。  

 

第３ 心身の健康相談体制の整備 

  町は、国からの放射性物質による汚染状況調査や、原子力災害対策指針に基づき、国及び県

とともに、心身の健康相談等を行うための体制を整備するものとする。 
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○会津坂下町防災会議条例 

会津坂下町防災会議条例 

昭和37年11月30日条例第34号 

改正 昭和49年６月29日条例第26号 平成７年３月23日条例第５号  

 平成４年３月12日条例第２号 平成12年３月21日条例第５号  

   平成６年２月28日条例第２号 平成26年９月17日条例第39号  

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、

会津坂下町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目

的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 会津坂下町地域防災計画及び会津坂下町水防計画を作成し、及びその実施を推進す

ること。 

(２) 会津坂下町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収

集すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事

務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員３５人以内をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 福島県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(３) 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその内部の職員のうちから指名する者 

(５) 教育長 

(６) 消防団長及び広域消防長 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

(９) 前各号のほか町長が特に必要と認めて任命する者 

６ 前項第７号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残

任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、地方行政機関の職員、福島県の職員、町の職員、指定公共機関の職員、指

定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（報酬） 

第５条 委員が会議に出席したときは、報酬を支給する。 

２ 報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び旅費の支給に関する条例（昭和36

年会津坂下町条例第８号）の定めるところによる。 

（議事等） 
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第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事

項は、会長が防災会議にはかって定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年６月29日条例第26号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年６月１日から適用する。 

附 則（平成４年３月12日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年２月28日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年３月23日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月21日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年９月17日条例第39号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（会津坂下町水防協議会条例の廃止） 

２ 会津坂下町水防協議会条例（昭和55年会津坂下町条例第25号）は、廃止する。 
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○会津坂下町防災会議運営規程（平成26年3月17日訓令第第42号） 

会津坂下町防災会議運営規程 

平成26年３月17日訓令第42号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、会津坂下町防災会議条例（昭和37年会津坂下町条例第34号）第６条の

規定に基づき、会津坂下町防災会議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 会議は、会長が招集する。 

（部会） 

第３条 部会の数、名称及び構成については、会長が会議に図って定める。 

２ 部会は、部会長が会長の承認を得て招集する。 

３ 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、速やかに関係部

会に付議するものとする。 

４ 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、速やかに

報告書を会長に提出するものとする。 

５ 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て部会に属さない委員及

び専門委員の出席を求めることができる。 

（専決処分等） 

第４条 会長は、会議において処理すべき事項のうち、次の各号に該当するときは、専決処

分することができる。 

(１) 会長において、会議を招集することができないとき。 

(２) 軽易な事項で速やかに措置を要するとき。 

２ 会長は、前項の規定による処理については、次の会議で報告するものとする。 

（幹事会議） 

第５条 会長は、会議の運営について必要があるときは、幹事会議を開催することができる。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は、総務課において処理する。 

附 則 

第１条 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

第２条 会津坂下町防災会議運営規程（平成７年２月１日制定）は、廃止する。 
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○会津坂下町災害対策本部条例（昭和37年11月30日条例第第35号） 

会津坂下町災害対策本部条例 

昭和37年11月30日条例第35号 

改正 平成25年３月21日条例第３号   

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に基

づき、会津坂下町災害対策本部（以下「本部」という。）に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（組織） 

第２条 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 副本部長は、本部長を助け本部長が事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

４ 部長は部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 前３条に定めるもののほか、本部に関し、必要な事項は本部長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月21日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成24年６月27日から適用する。 
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○会津坂下町災害対策本部規程（平成26年3月17日訓令第第41号） 

会津坂下町災害対策本部規程 

平成26年３月17日訓令第41号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、会津坂下町災害対策本部条例（昭和37年会津坂下町条例第35号）第４

条の規定に基づき、同条例に定めるもののほか、会津坂下町災害対策本部（以下「本部」

という。）に関して必要な事項を定めるものとする。 

（災害対策副本部長、災害対策本部員及びその他の職員） 

第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、会津坂下町副町長及び会津坂

下町消防団長をもって充てる。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 会津坂下町教育委員会教育長 

(２) 町長の事務部局及び教育員会事務局の課長、議会事務局長、会計管理者 

３ 町長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、町の職員のうちから

随時適当と認める者を本部員として任命することができる。 

（災害対策本部員会議） 

第３条 本部に災害対策本部員会議（以下「本部員会議」という。）を置く。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害予防及び災害応急対

策に関する重要事項を審議決定し、その実施の推進を図るものとする。 

（本部の組織） 

第４条 本部に別表第１に定める部及び班を置く。 

２ 部に部長、副部長、班長及び班員を置き、部（事務局）長、班（所、室）長及び別表第

１に掲げる職にあるものをもって充てる。 

３ 部及び班の事務分掌は、別表第２に定めるとおりとする。 

４ 本部の事務局は、総務課がこれに当たるものとする。 

附 則 

第１条 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

第２条 会津坂下町災害対策本部規程（平成７年２月１日制定）は、廃止する。 



― 6 ― 

 

○会津坂下町防災行政無線局管理運用規程（平成9年3月21日告示第第9号） 

会津坂下町防災行政無線局管理運用規程 

平成９年３月21日告示第９号 

改正 平成９年７月30日告示第55号 平成19年３月30日告示第15号  

 平成13年３月30日訓令第29号 平成26年３月25日告示第22号  

 平成16年３月26日訓令第35号   

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、会津坂下町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び一般行政事

務に関し円滑な通信、通報を図るために設置する防災行政用の無線局（以下「防災行政無

線局」という。）の管理運用について、電波法（昭和25年法律第131号）及び関係法規に定

めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 通信 通話及び通報をいう。 

(２) 通話 音声によって行う通信をいう。 

(３) 通報 音声又は信号によって行う一方的な通信をいう。 

(４) 統制 災害時及び通信重複時に通信運用を統制管理することをいう。 

(５) 固定系 同報通信方式によって通報を行う通信系をいう。 

(６) 移動系 基地局及び陸上移動局の通信系をいう。 

(７) 固定系親局 特定の２以上の通信設備に対し、同一内容の情報を送信することがで

きる無線局で固定系に属するものをいう。 

(８) 固定系中継局 固定系親局からの電波を受け、特定の２以上の受信設備に対し、同

一内容の情報を送信することができる無線局で固定系に属するものをいう。 

(９) 移動系中継局 移動系基地局からの電波を受け、特定の２以上の受信設備に対し、

同一内容の情報を送信することができる無線局で移動系に属するものをいう。 

(10) 固定系子局 固定系親局又は固定系中継局の通信の相手方となる受信設備をいう。 

(11) 遠隔制御局 固定系親局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。 

(12) 基地局 役場庁舎（以下「庁舎」という。）に設置され、陸上移動局を通信の相手

方とする無線局で、移動系に属するものをいう。 

(13) 陸上移動局 基地局又は他の陸上移動局を通信の相手方とする車載型又は可搬型の

無線局で、移動系に属するものをいう。 

(14) 主制御器 基地局の無線設備を統制制御できる装置をいう。 

(15) 遠隔制御器 基地局の無線設備を遠隔操作する装置をいう。 

(16) 無線従事者 電波法第２条第６号に規定する無線従事者をいう。 

（通信系統、設備、配備先等） 

第３条 防災行政無線局の通信系統は、情報の収集を目的とする移動系及び情報の伝達を目

的とする固定系の２系統とし、その設備構成は別表第１のとおりとする。 

２ 無線設備の配備場所は、別表第２、第３及び第３の２のとおりとする。 

３ 非常災害時等における防災行政無線局の適切な運用を確保するため、会津若松地方広域

市町村圏整備組合消防本部会津坂下消防署に遠隔制御局及び陸上移動局を設置し、別に定

める運用に関する協定書に基づき、これを運用するものとする。 
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第２章 職員 

（職員） 

第４条 防災行政無線局に総括管理者、副総括管理者、管理責任者、管理者、通信取扱責任

者及び通信取扱者を置く。 

（総括管理者及び副総括管理者） 

第５条 総括管理者は、防災行政無線局の管理運用の事務を総括し、管理責任者及び管理者

を指揮監督する。 

２ 総括管理者は、町長の職にある者を、副総括管理者には副町長の職にある者をもって充

てる。 

３ 副総括管理者は、総括管理者を補佐し、総括管理者に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（管理責任者） 

第６条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線局の管理運用の事務を行うと

ともに、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。 

２ 管理責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。 

（管理者） 

第７条 管理者は、総括管理者の命を受け、配備された無線設備を管理し、当該部署の通信

取扱責任者を監督する。 

２ 管理者は、遠隔制御局、主制御器、遠隔制御器又は陸上移動局の無線設備を配備された

部署の長にある者をもって充てる。 

（通信取扱責任者） 

第８条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信取扱者を指揮し、防災行政無線局

の無線設備の管理、運用の業務を所掌する。 

２ 通信取扱責任者は、無線従事者の中から管理責任者が指名する者をもって充てる。 

（通信取扱者） 

第９条 通信取扱者とは、無線設備の通信操作を行う者をいう。 

２ 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基

づいた防災行政無線局の運用を行わなければならない。 

（無線従事者） 

第10条 総括管理者は、防災行政無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配備する

ように努めなければならない。 

２ 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意

するものとする。 

３ 総括管理者は、毎年４月１日現在における無線従事者名簿（様式第１号）を作成するも

のとする。 

４ 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく東北電気通信監理局長

に届け出るものとする。 

 

第３章 運用 

第１節 通則 

（運用時間） 

第11条 防災行政無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時

間内の運用を原則とする。 

（災害時の運用） 

第12条 災害時においては、会津坂下町地域防災計画に基づく災害対策の指令、情報の収集

の通話を優先するものとする。 
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（他無線局との関係） 

第13条 総括管理者は、常に関係行政機関の無線局と連絡を密にして、それらの通信運用を

熟知し、災害等に対処するものとする。 

２ 総括管理者は、常に福島県防災行政無線局と有機的な運用に努めるとともに、災害対策

本部が設置された場合は、福島県防災行政無線局と協力して災害通信の円滑な疎通を図る

ものとする。 

第２節 固定系無線 

（固定系無線の通報内容） 

第14条 固定系無線の通報内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 次に掲げる災害に関する情報で、住民に対し緊急に伝達を必要とするもの 

ア 暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、洪水警報、大雪警報（いずれも会津坂下町に影

響を及ぼすと予想される場合） 

イ 地震情報 

ウ 消防法（昭和23年法律第186号）に基づく火災警報 

エ 水防法（昭和24年法律第193号）に基づく水防警報 

オ 災害が発生し、又は、災害が発生するおそれがある場合に発する非難の準備、勧告、

指示 

(２) 地域住民の生命、財産に関わる緊急かつ重要なもの 

(３) 町の一般行政広報に関することで多数の住民に伝達を必要とするもの 

(４) 時報 

(５) その他町長が特に必要と認めたもの 

（通報の種類） 

第15条 通報の種類は、定時通報、一般通報及び緊急通報とする。 

２ 定時通報は、毎日７時、12時、17時、20時の４回の時報とする。ただし、時季により通

報時刻を変更することができる。 

３ 一般通報は、定時通報及び緊急通報以外の通報とし、通報時刻は別に定めるものとする。 

４ 緊急通報は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測される場合に行う

通報とする。 

（通報の区分） 

第16条 通報の区分は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 一斉通報 全固定系子局を対象とする通報 

(２) グループ別通報 固定系子局のグループ別を対象とする通報 

(３) 個別通報 固定系子局の一部を対象とする通報 

（通報の依頼及び処理） 

第17条 固定系無線の通報の依頼及び処理は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 一般通報 通報を希望する担当課長は、無線通報依頼書（様式第２号）を３日前ま

でに作成し、総括管理者の決裁を得なければならない。この場合において、総括管理者

は、その内容を審査し、通報の可否を決定し、通報しないと決定したときはその旨を担

当課長に通知しなければならない。 

(２) 緊急通報 通報を希望する担当課長は、無線通報依頼書を作成し、総括管理者の決

裁を得なければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、口頭、電

話等によることができる。この場合において、総括管理者は、速やかにその内容を審査

し、通報の可否を決定しなければならない。 

(３) 勤務時間外に職員が緊急通報を実施したときは、緊急通報報告書（様式第３号）に

より遅滞なく総括管理者に報告するものとする。 

第３節 移動系無線 
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（移動系無線の通信内容） 

第18条 移動系無線の通信内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 災害に関する情報の収集及び伝達のための通信 

(２) 一般行政事務を遂行するための通信 

（通信の種類） 

第19条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 平常時通信 平常時に行う通信 

(２) 統制時通信 災害等で統制により範囲を制限して行う通信 

(３) 非常通信 電波法第52条の規定により災害その他非常事態が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、全ての無線局が自主的判断によって行う通信 

（通信の区分） 

第20条 通信の区分は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 一斉通信 全無線局を対象とする通信 

(２) 個別通信 特定の無線局を対象とする通信 

（通信統制） 

第21条 総括管理者は、災害時における緊急重要通信を確保するため、通信の統制を行うこ

とができる。 

２ 通信統制は、通信の制限、通信事項の優先順位、その他の通信の統制をもって行う。 

３ 統制時の通信は、基地局の統制及び指示のもとに行うものとする。 

第４節 研修 

（研修） 

第22条 総括管理者は、通信取扱者に対して、毎年１回以上防災行政無線局の管理運用につ

いて必要な知識及び技能に関する研修を行わなければならない。 

第４章 保全整備 

（無線設備の保守点検） 

第23条 無線設備の正常な機能を維持するため、次に掲げる点検を行うものとする。 

(１) 週点検 通信取扱者が週１回定期的に行う点検 

(２) 半年点検 通信取扱責任者が半年に１回定期的に行う点検 

(３) 年点検 管理責任者が年１回定期的に行う点検 

(４) 臨時点検 管理責任者が機器の機能に異常があると認めたときに臨時に行う点検 

２ 前項の点検の結果は、点検記録簿（様式第４号から様式第８号まで）に記録するものと

する。 

（試験電波の発射） 

第24条 無線設備の点検整備等のため、通信により試験電波を発射するときは、電波法に定

めるところにより通報又は通話の閑散な時に行わなければならない。 

（故障等の措置） 

第25条 管理者は、無線設備に故障等があった場合は、直ちにその旨を管理責任者に報告し

なければならない。 

２ 管理責任者は、前項に規定する報告を受けた場合は、遅滞なく復旧に必要な措置をとら

なければならない。 

（無線業務日誌の整備） 

第26条 通信取扱者は、無線業務日誌（様式第９号）に通信状態の概要その他必要な事項を

記載し、整備しておかなければならない。 

２ 管理責任者は、無線業務の概要等を定期的に総括責任者に報告しなければならない。 

（無線業務日誌の保存期間） 

第27条 使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から２年間保存しなければなら
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ない。 

 

第５章 雑則 

（その他） 

第28条 この規程に定めるもののほか、防災行政無線局の管理運用について必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年７月30日告示第55号） 

この規程は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日訓令第29号） 

この訓令は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月26日訓令第35号） 

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日告示第15号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際限に改正前のそれぞれの訓令の規程に基づき提出されている申請書

等は、改正後のそれぞれの訓令の相当規程に基づき提出された申請書等とみなす。 

３ この規程の施行の際限に作成されている改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用

紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成26年３月25日告示第22号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

防災行政無線局の設備構成 

 

                              親   局（防災行政無線室） 

                     親   局     

                              遠隔制御局(会津坂下消防署司令室) 

            固 定 系    中 継 局     

                              屋外拡声受信局 

                     子   局  

                              戸別受信機 

 防災行政無線局                      基 地 局（防災行政無線室） 

                     基 地 局    主 制 御 局（総務部） 

                              遠隔制御器（建設部・産業部） 

            移 動 系    中 継 局 

                              車載・可搬兼用型無線機 

                              車載型無線機 

                     陸上移動局    集落可搬型無線機 

                              携帯型無線機 

                              可搬型無線機 
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巻末資料巻末資料巻末資料巻末資料    用語集用語集用語集用語集（防災気象情報や避難勧告等の用語説明） 

 

【【【【ああああ行行行行】】】】    
    

大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報（（（（おおあめけいほうおおあめけいほうおおあめけいほうおおあめけいほう））））    

気象台が、大雨によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して概ね市町村単位で 

発表。 

  雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報（浸水害）」、土壌雨量指数基準に到達す

ると予想される場合は「大雨警報（土砂災害）」、両基準に到達すると予想される場合は「大雨警報

（土砂災害、浸水害）」として発表。 

 

大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報（（（（おおあめちゅういほうおおあめちゅういほうおおあめちゅういほうおおあめちゅういほう））））    

  気象台が、大雨によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して概ね市町村単位で

発表。 

 

大雨特別警報大雨特別警報大雨特別警報大雨特別警報（（（（おおあめとくべつけいほうおおあめとくべつけいほうおおあめとくべつけいほうおおあめとくべつけいほう））））    

  気象台が、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十

年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合に発表。 

  大雨特別警報には、雨量を基準とするものと、台風等の強度を基準とするものの２種類があり、

各々の具体的な指標は以下のとおり。 

  ■雨量を基準とする大雨特別警報 

  以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、更に雨が降り続くと予想される場合。 

  ① 48 時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった５㎞格子が、共に

府県程度の広がりの範囲内で50 格子以上出現。 

  ② ３時間降水量及び土壌雨量指数において、50 年に一度の値以上となった５㎞格子が、共に府

県程度の広がりの範囲内で10 格子以上出現（ただし、３時間降水量が150mm以上となった格

子のみをカウント対象とする）。 

  ■台風等の強度を基準とする大雨特別警報 

   「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa 以下又は最大風速50m/s 以上）の台風や同程度の温帯低

気圧が来襲する場合。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa 

以下又は最大風速60m/s 以上。 

 

屋内安全確保屋内安全確保屋内安全確保屋内安全確保（（（（おくないあんぜんかくほおくないあんぜんかくほおくないあんぜんかくほおくないあんぜんかくほ））））    

  屋内での待避等の安全確保措置のこと。自宅等の建物内に留まり、安全を確保する避難行動。 

 

【【【【かかかか行行行行】】】】    
    

解析雨量解析雨量解析雨量解析雨量（（（（かいせきうりょうかいせきうりょうかいせきうりょうかいせきうりょう））））    

  アメダスや自治体等の雨量計による正確な雨量観測と気象レーダーによる広範囲にわたる面的な

雨の分布･強さの観測とのそれぞれの長所を組み合わせて、より精度が高い、面的な雨量を１㎞格子

で解析したもの。 

 

規格化版流域雨量指数規格化版流域雨量指数規格化版流域雨量指数規格化版流域雨量指数（（（（きかくかばんりゅういきうりょうしすうきかくかばんりゅういきうりょうしすうきかくかばんりゅういきうりょうしすうきかくかばんりゅういきうりょうしすう））））    

  流域雨量指数を、1991～2010 年の20 年間の最大値に対する比率として表したもの。５ｋｍ格子

で表示し、おおよその出現頻度を推定できる。例えば、この指数が0.50～0.69 であれば１年に数回

程度で発現する流域雨量指数であり、0.70～0.89 であれば1 年に1 回程度、0.90～0.99 であれば

数年に１回程度、1.00～ならば過去20 年程度で経験がない流域雨量指数であることを意味する。 

    

強風注意報強風注意報強風注意報強風注意報（（（（きょうふうちゅういほうきょうふうちゅういほうきょうふうちゅういほうきょうふうちゅういほう））））    

  気象台が、強風によって、災害が起こるおそれがある旨を注意して概ね市町村単位で発表。 

 

記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報（（（（きろくてきたんじかんおおあめじょうほうきろくてきたんじかんおおあめじょうほうきろくてきたんじかんおおあめじょうほうきろくてきたんじかんおおあめじょうほう））））    
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  数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）したり、

解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに発表される情報。 

 

緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報（（（（きんきゅうじしんそくほうきんきゅうじしんそくほうきんきゅうじしんそくほうきんきゅうじしんそくほう））））    

  地震の発生直後に、各地での強い揺れの到達時刻や震度を予想し、可能な限り早く知らせる情報。 

  地震波には主に２種類の波があり、最初に伝わる早い波（秒速約７ｋｍ）をＰ波、速度は遅い（秒

速約４㎞）が揺れは強い波をＳ波という。この速度差を利用して、Ｐ波を検知した段階でＳ波によ

る大きな揺れを予想し、事前に発表することができる。また情報は光の速度（秒速約30万㎞）で伝

わることから、Ｓ波を検知した後であっても、ある程度離れた場所に対しては地震波が届く前に危

険を伝えることができる。 

    

警報警報警報警報（（（（けいほうけいほうけいほうけいほう））））    

  気象台が、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して概ね市町村単位で発表。 

  気象、津波、高潮、波浪、洪水の警報がある。気象警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の警報が

ある。 

  各地の気象台が、管轄する府県予報区の二次細分区域（概ね市町村単位）毎に、定められた基準

をもとに発表する。 

  ただし、津波警報は全国を６６に区分した津波予報区に対して発表する。 

 

洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報（（（（こうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほう））））    

  気象台が、洪水によって、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して概ね市町村単位で発表。 

 

洪水注意報洪水注意報洪水注意報洪水注意報（（（（こうずいちゅういほうこうずいちゅういほうこうずいちゅういほうこうずいちゅういほう））））    

  気象台が、洪水によって、災害が起こるおそれがある旨を注意して概ね市町村単位で発表。 

    

洪水時家屋倒壊危険洪水時家屋倒壊危険洪水時家屋倒壊危険洪水時家屋倒壊危険ゾーンゾーンゾーンゾーン（（（（こうずいじかおくとうかいきけんぞーんこうずいじかおくとうかいきけんぞーんこうずいじかおくとうかいきけんぞーんこうずいじかおくとうかいきけんぞーん））））    

  洪水氾濫または河岸侵食により家屋の倒壊のおそれがある区域。 

  ａ）洪水時家屋倒壊危険ゾーン（洪水氾濫） 

    河川堤防の決壊または洪水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれがある区域 

  ｂ）洪水時家屋倒壊危険ゾーン（河岸侵食） 

    洪水時の河岸侵食により、木造・非木造の家屋倒壊のおそれがある区域 

    

降水短時間予報降水短時間予報降水短時間予報降水短時間予報（（（（こうすいたんじかんよほうこうすいたんじかんよほうこうすいたんじかんよほうこうすいたんじかんよほう））））    

  １時間降水量について分布図形式で行う予報。30 分毎に発表し、１㎞ 格子単位で６時間後 

（１時間～6 時間先）まで予報する。 

 

降水降水降水降水ナウキャストナウキャストナウキャストナウキャスト（（（（こうすいなうきゃすとこうすいなうきゃすとこうすいなうきゃすとこうすいなうきゃすと））））    

  降水強度について分布図形式で行う予報。５分毎に発表し、１㎞ 格子単位で１時間後（５分～60 

分先）まで予報する。 

 

洪水予報河川洪水予報河川洪水予報河川洪水予報河川（（（（こうずいよほうかせんこうずいよほうかせんこうずいよほうかせんこうずいよほうかせん））））    

  水防法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が気象庁長官と共同して実施する洪水予報

の対象として、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川。 

  洪水予報河川は、流域面積の大きい河川で、洪水により相当な損害を生ずるおそれがある河川が

対象となる。 

 

【【【【ささささ行行行行】】】】    
 

災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者（（（（さいがいじようえんごしゃさいがいじようえんごしゃさいがいじようえんごしゃさいがいじようえんごしゃ））））    

  避難行動に必要な情報を迅速かつ的確に把握することが困難な者、災害から自らを守るための避

難行動をとるのに手助けが必要な者（例えば、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊婦等）。 

  平成25 年６月の災害対策法改正において、「高齢者、障がい者、乳幼児その他の災害時特に配慮

を要する者」を「要配慮者」と定義されている。 
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山地災害危険地区山地災害危険地区山地災害危険地区山地災害危険地区（（（（さんちさいがいきけんちくさんちさいがいきけんちくさんちさいがいきけんちくさんちさいがいきけんちく））））    

  都道府県林務担当部局及び森林管理局が調査した山地災害（山腹崩壊、崩壊土砂流出、地すべり）

による被害のおそれがある地区。 

  ① 山腹崩壊危険地区 

    山腹崩壊により人家や公共施設等に災害（落石による災害を含む。）が発生するおそれがある 

   地区  

  ② 崩壊土砂流出危険地区 

    山腹崩壊又は地すべりによって発生した土砂等が土石流となって流出し、人家や公共施設等

に災害が発生するおそれがある地区 

  ③ 地すべり危険地区 

    地すべりにより人家や公共施設等に災害が発生するおそれがある地区 

 

小河川等小河川等小河川等小河川等によるによるによるによる浸水浸水浸水浸水（（（（しょうかせんとうによるしんすいしょうかせんとうによるしんすいしょうかせんとうによるしんすいしょうかせんとうによるしんすい））））    

  平地を流れる小さい川や水路など、大雨により河川氾濫したとしても屋内の安全な場所へ待避す

れば命を脅かされることはほとんど無い、水深の浅い浸水。 

 

水位周知河川水位周知河川水位周知河川水位周知河川（（（（すいいしゅうちかせんすいいしゅうちかせんすいいしゅうちかせんすいいしゅうちかせん））））    

  水防法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事が水位情報を通知及び周知する対象とし

て、国土交通大臣または都道府県知事が指定した河川。 

  水位周知河川は、流域面積が小さく洪水予報を行う時間的余裕がない河川が対象となる。 

 

垂直避難垂直避難垂直避難垂直避難（（（（すいちょくひなんすいちょくひなんすいちょくひなんすいちょくひなん））））    

  切迫した状況において、屋内の２階以上に避難すること。（「屋内安全確保」の一つ。） 

    

水平避難水平避難水平避難水平避難（（（（すいへいひなんすいへいひなんすいへいひなんすいへいひなん））））    

  その場を立ち退き、近隣の少しでも安全な場所に一時的に避難すること。または、居住地と異な

る場所で生活を前提とし、避難所等に長期間避難すること。（「立ち退き避難」と同意。） 

 

水防団待機水位水防団待機水位水防団待機水位水防団待機水位（（（（すいぼうだんたいきすいいすいぼうだんたいきすいいすいぼうだんたいきすいいすいぼうだんたいきすいい））））    

  水防団が待機する水位。住民に行動を求めるレベルではない。 

 

【【【【たたたた行行行行】】】】    
 

待避待避待避待避（（（（たいひたいひたいひたいひ））））    

  自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まること。（「屋内安全確保」の一つ。） 

    

台風情報台風情報台風情報台風情報（（（（たいふうじょうほうたいふうじょうほうたいふうじょうほうたいふうじょうほう））））    

  台風が発生したときに、気象庁から発表される情報。台風の実況と予報からなる。 

  ａ）台風の実況の内容 

    台風の中心位置、進行方向と速度、中心気圧、最大風速（10 分間平均）、最大瞬間風速、暴

風域、強風域。 

  ｂ）台風の予報の内容 

    72 時間先までの各予報時刻の台風の中心位置（予報円）、中心気圧、最大風速、最大瞬間風

速、暴風警戒域。 

    

立立立立ちちちち退退退退きききき避難避難避難避難（（（（たちたちたちたちのきひなんのきひなんのきひなんのきひなん））））    

  自宅等から指定避難場所や安全な場所へ移動する避難行動。（水平避難と同意。） 

 

竜巻注意情報竜巻注意情報竜巻注意情報竜巻注意情報（（（（たつまきちゅういじょうほうたつまきちゅういじょうほうたつまきちゅういじょうほうたつまきちゅういじょうほう））））    

  積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等の激しい突風が発生しやすい気象状況になったと

判断された場合に概ね1 つの県を対象に発表される。有効期間は、発表から１時間。 
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地下空間等関係者地下空間等関係者地下空間等関係者地下空間等関係者（（（（ちかくうかんとうかんけいしゃちかくうかんとうかんけいしゃちかくうかんとうかんけいしゃちかくうかんとうかんけいしゃ））））    

  「小河川等による浸水」により命が脅かされる危険性がある地下街関係者、地下鉄会社、下水道

工事等関係者、道路のアンダーパスを有する道路管理者等 

    

注意注意注意注意報報報報（（（（ちゅういほうちゅういほうちゅういほうちゅういほう））））    

  気象台が、大雨等によって、災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して概ね市町村単位

で発表。 

  気象、津波、高潮、波浪、洪水の注意報がある。気象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷等

の注意報がある。 

  各地の気象台が、管轄する府県予報区の二次細分区域（概ね市町村単位）毎に、定められた 

基準をもとに発表する。 

  ただし、津波注意報は全国を６６に区分した津波予報区に対して発表する。 

 

特別警戒水位特別警戒水位特別警戒水位特別警戒水位（（（（とくべつけいかいすいいとくべつけいかいすいいとくべつけいかいすいいとくべつけいかいすいい））））    

  水位周知河川において、付近の住民が避難を開始するために設定された水位。氾濫危険水位と同

意。 

 

特別警報特別警報特別警報特別警報（（（（とくべつけいほうとくべつけいほうとくべつけいほうとくべつけいほう））））    

  気象台が、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して発表する警報。 

  気象、津波、高潮、波浪の特別警報がある。気象特別警報には、暴風、暴風雪、大雨、大雪の特

別警報がある。 

 

土砂災害危険区域土砂災害危険区域土砂災害危険区域土砂災害危険区域（（（（どしゃさいがいきけんくいきどしゃさいがいきけんくいきどしゃさいがいきけんくいきどしゃさいがいきけんくいき））））    

  都道府県が調査した土砂災害（急傾斜地崩壊、土石流、地すべり）による被害のおそれがある区

域。 

  ① 急傾斜地崩壊危険箇所の被害想定区域 

    傾斜度30 度以上、高さ５m 以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある

急傾斜地およびその近接地 

  ② 土石流危険区域 

    渓流の勾配が３度以上（火山砂防地域では２度以上）あり、土石流が発生した場合に被害が

予想される危険区域に、人家や公共施設がある区域 

  ③ 地すべり危険区域 

    空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生するおそれがあると

判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与えるおそれのある範囲 

 

土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域土砂災害警戒区域・・・・土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域土砂災害特別警戒区域（（（（どしゃさいがいけいかいくいき・どしゃさいがいとどしゃさいがいけいかいくいき・どしゃさいがいとどしゃさいがいけいかいくいき・どしゃさいがいとどしゃさいがいけいかいくいき・どしゃさいがいと    

くべつくべつくべつくべつけいかいくいきけいかいくいきけいかいくいきけいかいくいき）））） 

  土砂災害防止法（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

都道府県が指定した、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域。 

  ① 土砂災害警戒区域 ：土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれ

があり、警戒避難体制を特に整備すべき区域 

  ② 土砂災害特別警戒区域：土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊

が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及び

建築物の構造の規制をすべき区域 

 

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報（（（（どしゃさいがいけいかいじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほう））））    

  大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住

民の自主避難の参考となるよう、対象となる市町村を特定して都道府県と気象庁が共同で発表する

防災情報。 

 

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報をををを補足補足補足補足するするするする情報情報情報情報（（（（どしゃさいがいけいかいじょうほうをほそくするじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほうをほそくするじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほうをほそくするじょうほうどしゃさいがいけいかいじょうほうをほそくするじょうほう））））    

  気象庁が発表する「土砂災害警戒判定メッシュ情報」と各都道府県が発表する「土砂災害危険度

をより詳しく示した情報」を総称した情報。 
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土砂災害警戒判定土砂災害警戒判定土砂災害警戒判定土砂災害警戒判定メメメメッシュッシュッシュッシュ情報情報情報情報（（（（どしゃさいがいけいかいはんていめっしゅじょうほうどしゃさいがいけいかいはんていめっしゅじょうほうどしゃさいがいけいかいはんていめっしゅじょうほうどしゃさいがいけいかいはんていめっしゅじょうほう））））    

  土壌雨量指数及び降雨の実況・予測に基づいて、土砂災害発生の危険度を５㎞メッシュ毎に階級

表示した分布図。「土砂災害警戒情報の補足的な情報」の一つ。気象庁HP や防災情報提供システム

で提供されている。 

 

土壌雨量指数土壌雨量指数土壌雨量指数土壌雨量指数（（（（どじょううりょうしすうどじょううりょうしすうどじょううりょうしすうどじょううりょうしすう））））    

  降った雨が土壌にどれだけ貯まっているかを、雨量データから指数化して表したもの。５kmメッ

シュ、30 分毎に計算している。 

 

【【【【はははは行行行行】】】】    
 

氾濫危険情報氾濫危険情報氾濫危険情報氾濫危険情報（（（（洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報）（）（）（）（はんらんきけんじょうほうはんらんきけんじょうほうはんらんきけんじょうほうはんらんきけんじょうほう（（（（こうずいけいこうずいけいこうずいけいこうずいけいほうほうほうほう））））））））    

  住民の避難行動に関連し、河川の氾濫に対して危険なレベルとなるときに発表される洪水予報。 

  洪水予報河川及び河川管理者により指定された河川（水位周知河川）について、水位が氾濫危険

水位（特別警戒水位）に達した場合には、「××川氾濫危険情報」が発表される。 

    

氾濫危険水位氾濫危険水位氾濫危険水位氾濫危険水位（（（（はんらんきけんすいいはんらんきけんすいいはんらんきけんすいいはんらんきけんすいい））））    

  基準地点の受け持ち区間において、氾濫のおそれが生じる水位。 

 

氾濫警戒情報氾濫警戒情報氾濫警戒情報氾濫警戒情報（（（（洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報）（）（）（）（はんらんけいかいじょうほうはんらんけいかいじょうほうはんらんけいかいじょうほうはんらんけいかいじょうほう（（（（こうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほう））））））））    

  住民の避難行動に関連し、河川の氾濫に対して警戒を要するレベルとなるときに発表される 

  洪水予報。洪水予報河川について、水位が避難判断水位に到達した場合又は氾濫危険水位に達す

ると予想された場合には、「××川氾濫警戒情報」が発表される。 

  洪水予報河川以外に、あらかじめ河川管理者により指定された河川（水位周知河川）についても、

水位観測値に基づき発表されることがある。 

 

氾濫注意水位氾濫注意水位氾濫注意水位氾濫注意水位（（（（はんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいい））））    

  出水時に災害が起こるおそれがある水位。河川の氾濫の発生に注意を求めるレベルに相当する。 

 

氾濫注意情報氾濫注意情報氾濫注意情報氾濫注意情報（（（（洪水注意報洪水注意報洪水注意報洪水注意報）（）（）（）（はんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいいはんらんちゅういすいい（（（（こうずいちゅこうずいちゅこうずいちゅこうずいちゅういほうういほうういほうういほう））））））））    

  住民の避難行動に関連し、河川の氾濫に対して注意を要するレベルとなるときに発表される洪水

予報。洪水予報河川について、水位が氾濫注意水位に到達しさらに水位が上昇すると予想された場

合には、「××川氾濫注意情報」が発表される。 

  洪水予報河川以外に、あらかじめ河川管理者により指定された河川（水位周知河川）についても、

水位観測値に基づき発表されることがある。 

 

氾濫発生情報氾濫発生情報氾濫発生情報氾濫発生情報（（（（洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報）（）（）（）（はんらんはっせいじょうほうはんらんはっせいじょうほうはんらんはっせいじょうほうはんらんはっせいじょうほう（（（（こうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほうこうずいけいほう））））））））    

  住民の避難行動に関連し、河川の氾濫が発生しているレベルとなるときに発表される洪水予報。 

  氾濫している地域では新たな避難行動はとらない。 

  洪水予報河川以外に、あらかじめ河川管理者により指定された河川（水位周知河川）についても、

発表されることがある。 

 

避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告（（（（ひなんかんこくひなんかんこくひなんかんこくひなんかんこく））））    

  市町村長が、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立ち退きを勧告すること。（屋内

安全確保も避難勧告が促す避難行動としている。） 

 

避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者（（（（ひなんこうどうようしえんしゃひなんこうどうようしえんしゃひなんこうどうようしえんしゃひなんこうどうようしえんしゃ））））    

  要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが

困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 

    

避難指示避難指示避難指示避難指示（（（（ひなんしじひなんしじひなんしじひなんしじ））））    

  市町村長が、急を要すると認めるときに、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立
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ち退きを指示すること。（避難勧告を行った地域のうち、立ち退き避難をしそびれた者に立ち退き避

難を促す。） 

  また、土砂災害等から立ち退き避難をしそびれた者に屋内安全確保を促す。 

 

避難準備情報避難準備情報避難準備情報避難準備情報（（（（ひなんじゅんびじょうほうひなんじゅんびじょうほうひなんじゅんびじょうほうひなんじゅんびじょうほう））））    

  市町村長が、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立ち退きを準備してもらうため

に発表する情報。（気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考え、立ち退き避難が必要

と判断する場合は、その準備をすることを求める。） 

  また、（災害時）要配慮者に、立ち退き避難を促す。 

    

避難所避難所避難所避難所（（（（ひなんじょひなんじょひなんじょひなんじょ））））    

  災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所。 

    

避難場所避難場所避難場所避難場所（（（（ひなんばしょひなんばしょひなんばしょひなんばしょ））））    

  切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所。 

 

避難判断水位避難判断水位避難判断水位避難判断水位（（（（ひなんはんだんすいいひなんはんだんすいいひなんはんだんすいいひなんはんだんすいい））））    

  避難場所の開設、要配慮者の避難に要する時間等を考慮して設定された水位。 

    

府県気象情報府県気象情報府県気象情報府県気象情報（（（（ふけんきしょうふけんきしょうふけんきしょうふけんきしょうじょうほうじょうほうじょうほうじょうほう））））    

  警報等に先立って注意を呼びかけたり、警報等の内容を補完して現象の経過、予想、防災上の留

意点を解説するために、各都道府県にある気象台などが適宜発表する情報。 

 

プロアクティブのプロアクティブのプロアクティブのプロアクティブの原則原則原則原則（（（（ぷろあくてぃぶのげんそくぷろあくてぃぶのげんそくぷろあくてぃぶのげんそくぷろあくてぃぶのげんそく））））    

  アメリカでの危機管理者が行う行動原則 

  ① 疑わしいときは行動せよ。 

  ② 最悪の事態を想定して行動せよ。 

  ③ 空振りは許されるが見逃しは許されない。 

    

暴風警報暴風警報暴風警報暴風警報（（（（ぼうふうけいほうぼうふうけいほうぼうふうけいほうぼうふうけいほう））））    

  気象台が、暴風によって、重大な災害の起こるおそれのある場合にその旨を警告して行う予報。 

  平均風速がおおむね20 m/s を超える場合（地方により基準値が異なる）に発表。 

 

暴風特別警報暴風特別警報暴風特別警報暴風特別警報（（（（ぼうふうとくべつけいほうぼうふうとくべつけいほうぼうふうとくべつけいほうぼうふうとくべつけいほう））））    

  気象台が、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くになると予想され

る場合に発表。具体的な指標は以下の通り。 

  ■ 台風等を要因とする暴風特別警報 

    「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa 以下又は最大風速50 m/s 以上）の台風や同程度の温帯

低気圧が来襲する場合。ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧

910hPa以下又は最大風速60 m/s 以上。 

 

【【【【やややや行行行行】】】】    
 

要配慮者要配慮者要配慮者要配慮者（（（（ようはいりょしゃようはいりょしゃようはいりょしゃようはいりょしゃ））））    

  平成25 年６月に改正された災害対策基本法において定義された「高齢者、障がい者、乳幼児その

他の災害時特に配慮を要する者」のこと。 

 

【【【【らららら行行行行】】】】    
 

陸閘陸閘陸閘陸閘（（（（りくこうりくこうりくこうりくこう））））    

  河川、海岸等の堤防を、車両や人の通行が可能なように途切れさせ、高水時には門扉を閉鎖する

ことで堤防等と同様の防災機能を有するようにした施設。 
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流域流域流域流域（（（（りゅういきりゅういきりゅういきりゅういき））））    

  ある河川、または水系の四囲にある分水界（二以上の河川の流れを分ける境界）によって囲まれ

た区域。 

  洪水予報では、水位を予測する基準地点に流入する水量を推算するための領域を指す。 

 

流域平均雨量流域平均雨量流域平均雨量流域平均雨量（（（（りゅういきへいきんうりょうりゅういきへいきんうりょうりゅういきへいきんうりょうりゅういきへいきんうりょう））））    

  河川の流域ごとに面積平均した実況の雨量。河川の洪水と関係がある。 

    

流域雨量指数流域雨量指数流域雨量指数流域雨量指数（（（（りゅういきうりょうしすうりゅういきうりょうしすうりゅういきうりょうしすうりゅういきうりょうしすう））））    

  河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるかを、これまでに降った雨（解

析雨量）と今後数時間に降ると予想される雨（降水短時間予報）から、流出過程と流下過程の計算

によって指数化したもの。５km 四方の領域ごとに算出される。 
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１ 山岳 
  

名 称 所在地 標高（m） 備   考 

大蔵山 大字坂本 ４５２．０  

高寺山 大字高寺 ４０１．６  

船窪山 大字船杉 ３６６．０  

勝方山 大字勝大 ３３６．２  

雷神山 大字大上 ３０９．０  

長 峰 大字長井 ２５６．５  

 
 
２ 河川 
 

名 称 管内流域距離（㎞） 管理区分 備   考 

阿賀川 １６ 国土交通省  

旧宮川（鶴沼川） １０ 福島県  

只見川  ７ 福島県  

宮 川  ３ 福島県  

 
 
３ 溜池 
 

番号 溜 池 名 
水系名 

支線名 
所  在  地 

受 益 

面 積 

ha 

型 式 
貯水量 

㎡ 

堤 高 

ｍ 

堤 長 

ｍ 
適用 

１  稲荷前堤 阿賀川  大字長井字東山田    15.0 土堰堤  10,000    3.30    88.0 警戒 

２  山田堤 阿賀川  大字長井字三ツ曽根    13.0 土堰堤  25,000    4.77   145.0  

３  二ノ平堤 阿賀川  大字長井字松曽根    15.0 土堰堤  38,000    6.90    83.5  

４  切開堤 阿賀川  大字長井字松曽根     5.0 土堰堤  20,000    5.39    56.0  

５  伊谷沢堤 
阿賀川 

鶴沼川 
 大字宇内字伊谷沢     9.6 土堰堤  30,000   10.49    55.0  

６  墓前堤 
阿賀川 

鶴沼川 
 大字宇内字墓前     9.6 土堰堤  21,000    6.57    60.0 警戒 

７  仲子山堤 
阿賀川 

鶴沼川 
 大字宇内字北沢    20.0 土堰堤  20,000    7.05    40.0  

８  深沢堤 
阿賀川 

鶴沼川 
 大字津尻字深沢     7.0 土堰堤   7,000    8.27    62.0 警戒 

９  中丸堤 
阿賀川 

只見川 
 大字高寺字中丸    25.0 土堰堤  70,000    5.90    50.0  

10  堂ノ入堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字堂ノ入     1.0 土堰堤   5,000    1.70    13.0 警戒 

11 柏原堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字柏原     1.5 土堰堤   7,000    5.61    38.0 警戒 

12 上沼堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字反屋敷    15.0 土堰堤  24,000    5.00    67.0  

13 大沼堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字茅場     9.0 土堰堤  20,000    2.77    50.0  

14 下沼堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字油子    11.0 土堰堤  28,000    3.67    86.0  

15 八百刈堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字霞ケ沢     4.0 土堰堤  10,000    6.00    40.0 警戒 
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番号 溜 池 名 
水系名 

支線名 
所  在  地 

受 益 

面 積 

ha 

型 式 
貯水量 

㎡ 

堤 高 

ｍ 

堤 長 

ｍ 
適用 

16 新堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字柏原    10.0 土堰堤  20,000    6.80    80.0  

17 泥布沢堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字泥布沢     5.0 土堰堤   6,000    4.40    54.0 警戒 

18 中田堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字中田     5.0 土堰堤   6,000    5.00    40.0 警戒 

19 荒田堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字荒田    15.0 土堰堤  30,000    6.85    54.0  

20  二十刈堤 
阿賀川 

只見川 
 大字束松字二十刈    15.0 土堰堤   6,000    5.60    40.0  

21  水頭堤 阿賀川  大字高寺字水頭     7.0 土堰堤  10,000    3.11    80.0 警戒 

22  新堤 阿賀川  大字塔寺字北原     2.0 土堰堤  20,000    8.18    91.8 警戒 

23  堂前堤 阿賀川  大字塔寺字蔵王権現    10.0 土堰堤   5,000    4.00   176.8  

24  上ノ山堤 阿賀川  大字塔寺字上ノ山    28.0 土堰堤  35,000    6.50   238.0 警戒 

25  大蔵沢堤 
阿賀川 

只見川 
 大字坂本字大蔵沢     2.0 土堰堤  12,000    8.75    62.0 警戒 

26  大沢堤 
阿賀川 

只見川 
 大字坂本字堤ノ上    5.0 土堰堤  18,000    6.57    65.0 警戒 

27  品ノ木沢１号 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字品ノ木沢     8.0 土堰堤   3,000    6.26    42.3 

警戒 

廃止予定 

28  品ノ木沢２号 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字品ノ木沢    8.0 土堰堤   7,000    4.69    39.0 

警戒 

廃止予定 

29  杉温水堤 
阿賀川 

田沢川 

 大字船杉 

 字南杉大道下 
    5.5 土堰堤   3,500    3.80   180.0  

30  蟹沢１号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字蟹沢     5.5 土堰堤  15,000    6.62    28.0 

警戒 

廃止予定 

31  蟹沢２号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字蟹沢     5.5 土堰堤   7,000    8.35    47.0 

警戒 

廃止予定 

32  白子沢堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字白子沢    20.2 土堰堤  25,000    8.50    57.0 警戒 

33  船窪沢堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字船窪沢    20.2 土堰堤  10,000    7.35    48.5 警戒 

34  楢沢１号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字楢沢    14.0 土堰堤  25,000    8.10    75.0 警戒 

35  楢沢２号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字楢沢    14.0 土堰堤  16,000    6.19    71.0 警戒 

36  湯沢堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字湯沢     7.0 土堰堤  15,000    6.01    28.0 警戒 

37  越沢１号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字牛川字越沢    20.0 土堰堤  20,000    9.70    70.0 警戒 

38  越沢２号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字牛川字越沢    20.0 土堰堤   8,000    6.99    80.8 警戒 

39  越沢３号堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字牛川字越沢    20.0 土堰堤  20,000    7.18   143.5 警戒 

40  芦沢堤 
阿賀川 

宮田川 
 会津美里町山戸田沢    20.0 土堰堤  34,000    8.89    95.0  

41  姥沢堤 
阿賀川 

宮田川 
 大字牛川字寺西    10.0 土堰堤   5,000    3.95    27.0  

42  大村新堤 
阿賀川 

宮田川 
 大字勝大字水林     1.8 土堰堤  16,000    6.50    67.0 警戒 

43  坊ケ沢堤 
阿賀川 

宮田川 
 大字勝大字坊ケ沢    20.0 土堰堤  16,000    5.20    48.0 警戒 

44  上ノ山堤 
阿賀川 

牛川新堀 
 大字勝大字沢口   10.0 土堰堤   3,000    4.55    28.3 警戒 
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番号 溜 池 名 
水系名 

支線名 
所  在  地 

受 益 

面 積 

ha 

型 式 
貯水量 

㎡ 

堤 高 

ｍ 

堤 長 

ｍ 
適用 

45  鬼渡堤 
阿賀川 

牛川新堀 
 大字勝大字鬼渡山    89.0 土堰堤  80,000   10.75   122.0  

46  大沢入堤 
阿賀川 

牛川新堀 
 大字勝大字大沢入    89.0 土堰堤  70,000    7.24    49.0  

47  手寺沢堤 
阿賀川 

宮田川 
 大字勝大字手寺沢    10.0 土堰堤  20,000   10.10    50.0  

48  木流堤 
阿賀川 

牛川新堀 
 大字勝大字遠京山    89.0 土堰堤  12,000    7.53    45.0  

49  大久保堤 
阿賀川 

牛川新堀 

 会津美里町大字沼田 

 字前田 
   50.0 土堰堤  40,000    7.90   165.0 警戒 

50  下宮堤 
阿賀川 

田沢川 
 大字船杉字下宮    20.2 土堰堤   3,000    2.99    80.0  

 
 
４ 地すべり危険箇所・土石流危険渓流・急傾斜地崩壊危険箇所 

（１）地すべり危険箇所 

 （農林水産部） 

番号 地区名 所 在 地 面積（ha） 法指定年月日 農林省告示番号 

27 束松 会津坂下町大字束松字杉山外 160.20(3.73) S59.3.12(H9.6.18) 630(962) 

 
地区番号 地区名 所 在 地 面積（ha） 保全対象 法指定の有無 

 束松 会津坂下町大字束松字田中 7.74 道路 有・36.8.12 

 
 （土木部） 

指定 

番号 
箇所名 所在地 

河川名 

水系名 
河川名 

河川名 

渓流名 

面積 

（ha） 
法指定年月日 

 束松 会津坂下町大字束松 阿賀川 只見川 高橋川 7.2 S37.12.10 

 
（２）土石流危険渓流 

 危険渓流Ⅰ（保全人家５戸以上、又は保全人家５戸未満であっても官公署、学校、病院、駅、

発電所等のある場所に流入する渓流） 

渓流番号 
50421 

水系名 河川名 渓流名 所在地 
流域面積 

( ㎞2 

 ) 
砂防指定有無 

A0003 阿賀野川 只見川 大沢 会津坂下町大沢 0.41  

A0006 阿賀野川 只見川 朝立沢 3号 会津坂下町朝立 0.14  

A0007 阿賀野川 只見川 朝立沢 4号 会津坂下町朝立 0.05  

A0008 阿賀野川 只見川 朝立沢 5号 会津坂下町朝立 0.27  

A0013 阿賀野川 旧宮川 見明沢 会津坂下町見明 0.08  

A0014 阿賀野川 旧宮川 見明沢 2号 会津坂下町見明 0.10  

A0015 阿賀野川 旧宮川 ヒョウジツ沢 会津坂下町見明 0.29  

A0016 阿賀野川 旧宮川 ミミオ沢 会津坂下町見明 0.05  

A0017 阿賀野川 旧宮川 北原沢 会津坂下町北原 0.08  

A0019 阿賀野川 旧宮川 ミノ沢 会津坂下町気多宮 0.16  

A0020 阿賀野川 旧宮川 浦沢 会津坂下町気多宮 0.05  

A0021 阿賀野川 旧宮川 坊が沢 会津坂下町気多宮 0.15  

A0022 阿賀野川 旧宮川 気多宮沢 会津坂下町気多宮 0.08  

A0023 阿賀野川 旧宮川 上野沢 会津坂下町上野 0.03  

A0025 阿賀野川 旧宮川 境沢 会津坂下町杉 0.24  
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渓流番号 
50421 

水系名 河川名 渓流名 所在地 
流域面積 

( ㎞2 

 ) 
砂防指定有無 

A0026 阿賀野川 旧宮川 品ノ木沢 会津坂下町杉 0.24  

A0027 阿賀野川 旧宮川 杉沢 会津坂下町杉 0.10 (有・２号指定) 

A0030 阿賀野川 旧宮川 船窪沢 会津坂下町船窪 0.15 (有・２号指定) 

A0031 阿賀野川 旧宮川 船窪沢 2号 会津坂下町船窪 0.20  

A0037 阿賀野川 旧宮川 さんずかり沢 会津坂下町勝方 0.38 (有・２号指定) 

 
 危険渓流Ⅱ（保全人家戸数１戸以上５戸未満の場所に流入する渓流） 

渓流番号 
50421 

水系名 河川名 渓流名 所在地 
流域面積 

( ㎞2 

 ) 
砂防指定有無 

B0004 阿賀野川 只見川 朝立沢 会津坂下町朝立 0.03  

B0005 阿賀野川 只見川 朝立沢 2号 会津坂下町朝立 0.05  

B0018 阿賀野川 旧宮川 北原沢 2号 会津坂下町北原 0.08  

B0024 阿賀野川 旧宮川 杉沢 2号 会津坂下町杉 0.16  

B0028 阿賀野川 旧宮川 杉沢 3号 会津坂下町杉 0.29  

B0033 阿賀野川 旧宮川 西村中沢 会津坂下町西村中 0.33  

B0034 阿賀野川 旧宮川 西村中沢2号 会津坂下町西村中 0.02  

B0035 阿賀野川 旧宮川 大村新田号 会津坂下町大村新田 0.09  

 
 危険渓流Ⅲ（現在は保全人家戸数０戸であるが、今後住宅等の新築等の新築の可能性があると

考えられる区域に流入する渓流） 

渓流番号 
50421 

水系名 河川名 渓流名 所在地 
流域面積 

( ㎞2 

 ) 
砂防指定有無 

C0010 阿賀野川 旧宮川 勝負沢 会津坂下町勝負沢 0.05  

C0029 阿賀野川 旧宮川 杉沢 4号 会津坂下町杉 0.19  

C0032 阿賀野川 旧宮川 船窪沢 3号 会津坂下町船窪 0.12  

C0036 阿賀野川 旧宮川 大村沢 会津坂下町大村 0.09  

C0038 阿賀野川 旧宮川 勝方沢 会津坂下町勝方 0.03  

 
（３）急傾斜地崩壊 

 危険箇所Ⅰ 

箇所名 所 在 地 区域指定年月日 

気多宮 会津坂下町大字気多宮字浦ノ沢 S47.3.31 
S51.3.26 
S56.3.27 

舟 渡 会津坂下町大字高寺字舟渡 S54.3.20 

 
 危険箇所Ⅱ 

箇所名 所 在 地 

谷 地 会津坂下町大字高寺字谷地 

諏訪田 会津坂下町大字束松字諏訪田 

 
 
５ 土砂災害危険箇所・注意区域 

箇所名 要配慮者関連施設 所 在 地 

八幡地区 特別養護老人ホーム会津寿楽荘 会津坂下町大字塔寺字北原 645番地 
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６ 山腹崩壊・崩壊土砂流出危険箇所 

（１）山腹崩壊（農林水産部） 

箇所番号 地区名 所 在 地（大字） 

1001 窪 会津坂下町 高寺 

1002 山子Ⅰ 会津坂下町 津尻 

1003 山子Ⅱ 会津坂下町 津尻 

1004 松 原 会津坂下町 束松 

1005 上ノ堤 会津坂下町 塔寺 

1006 横 峯 会津坂下町 長井 

1007 上越引 会津坂下町 高寺 

1008 上ノ原 会津坂下町 片門 

 
（２）崩壊土砂流出危険地区（農林水産部） 

箇所番号 地区名 所 在 地（大字） 

2001 山 子 会津坂下町 津尻 

2002 勝負沢 会津坂下町 宇内 

2003 見明沢 会津坂下町 見明 

2004 姥ヶ懐 会津坂下町 塔寺 

2005 蟹 沢 会津坂下町 船杉 

2006 楢沢Ⅰ 会津坂下町 牛川 

2007 楢沢Ⅱ 会津坂下町 牛川 

2008 牧の日向 会津坂下町 勝方 

2009 大 沢 会津坂下町 坂本 

2010 大蔵沢山 会津坂下町 坂本 

2011 早稲沢 会津坂下町 坂本 

2012 赤 城 会津坂下町 束松 

2013 白子沢 会津坂下町 船杉 

2014 草 山 会津坂下町 勝大 

2015 紙渡沢山 会津坂下町 坂本 

2016 八百沢 会津坂下町 束松 

 
 
７ 雪崩危険箇所 

（１）雪崩危険箇所Ⅱ（雪崩危険区域内に人家が１～４戸ある箇所） 

箇所番号 地区名 所 在 地 
面積

(㎡) 

斜面延長 

縦断方向(m) 横断方向(m) 

29 舟渡 会津坂下町大字高寺字五味 1,120 28 60 

30 気多宮 会津坂下町大字気多宮字若林 3,525 94 60 
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８ 災害発生時の連絡体制 

 

 

 

災害発生時の情報 

 

 

町役場・宿日直者 

 

 

町 長  危 機 管 理危 機 管 理危 機 管 理危 機 管 理 班班班班     総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

消 防 団  関 係 課 長  全 班 長 
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９ 注意報・警報等の発表基準と構成 

 会津坂下町 一時細分区域：会津 

       市町村を取りまとめた地域：会津中部 

（１）特別警報 

種  類 内      容 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量となる大雨が予想され、若しくは数十年に

一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合。 

暴風雪 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ

れる場合。 

（２）警報 

種  類 内      容 

暴風 平均風速が１８ｍ／sを超え、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

暴風雪  平均風速が１８ｍ／sを超え、雪を伴い、重大な災害が起こるおそれがあると予想され

る場合。 

大雨 大雨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。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 23 年５月 31 日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝８０ 

 土壌雨量指数基準  １１４ 

大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように警

戒すべき事項が明記される。 

洪水 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。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 23 年５月 31 日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝８０ 

 流域雨量指数基準 只見川流域＝５２ 

 複合基準 平坦地：Ｒ＝４５ かつ 阿賀川流域＝４０ 

 指定河川洪水予報による基準 阿賀川（宮古・山科） 

大雪 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。 

 １２時間降雪の深さ 平均４０㎝以上、山沿い５０㎝以上 

  注）平地：標高が概ね３００ｍ未満、山沿い：標高が概ね３００ｍ以上 

（３）注意報 

種  類 内      容 

風雪 平均風速が１２ｍ／s 以上で、雪を伴い災害が発生するおそれがあると予想される場

合。 

強風 平均風速が１２ｍ／s以上で、強風による災害が発生するおそれがあるとが予想される

場合。 

大雨 大雨によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 22 年５月 27 日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝５０ 

 土壌雨量指数基準  ７９ 

洪水 洪水によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

町で以下の基準に到達することが予想される場合 

（平成 22 年５月 27 日現在） 

 雨量基準  Ｒ３＝５０ 

 流域雨量指数基準 只見川流域＝４２ 

 複合基準 平坦地：Ｒ＝５０ かつ 阿賀川流域＝４０ 

 指定河川洪水予報による基準 阿賀川（宮古・山科） 
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種  類 内      容 

大雪 大雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

 １２時間降雪の深さ 平均２０㎝以上、山沿い３０㎝以上 

濃霧 濃霧のため交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。 

視界が陸上で１００ｍ以下 

雷 落雷等により災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

乾燥 空気が乾燥し火災の危険性が大きいと予想される場合。 

・実効湿度６０％以下、最低湿度４０％以下、風速８ｍ／s 以上 

・実効湿度６０％以下、最低湿度３０％以下 

なだれ なだれが発生し災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

・山沿いで２４時間降雪の深さが４０㎝以上 

・積雪が５０㎝以上で、日平均気温３℃以上の日が継続。 

着雪(氷) 着雪（氷）が著しく、通信線や送電線当に被害が予想される場合。 

大雪注意報の条件下で気温が－２℃より高い場合。 

霜 早霜、晩霜等により農作物に著しい被害が予想される場合。 

早霜＋、晩霜期に概ね２℃  注：＋は農作物の成育を考慮し実施する。 

低温 低温のため農作物等に著しい被害があると予想される場合。 

（夏期）最高、最低又は平均気温が平年より４～５℃以上低い日が数日以上続く。 

（冬期）最低気温 

 〔会津の平地〕－１２℃以下、又は－９℃以下の日が数日続く。 

融雪 融雪によって災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

  注）平地：標高が概ね３００ｍ未満、山沿い：標高が概ね３５０ｍ以上 

（４）気象特別情報 

種    類 内      容 

ア 記録的短時間大雨情報 １時間雨量：１００㎜ 

 

（５）指定河川洪水予報 

  ア 洪水注意報は、基準地点の水位がけ警戒水位を超える洪水となることが予想される場合

に発表する。 

  イ 洪水警報は、基準地点の水位がけ危険水位程度、もしくは危険水位を超える洪水となる

おそれがあるときに発表する。 

  ウ 洪水情報は、洪水注意報及び洪水警報の補足説明または軽微な修正を必要とする場合に

発表するものであり、その取扱いは洪水予報に準じる。 

  エ 基準地点と基準水位 

   ・阿賀川 

観測所名 
水防団待機水位 

（指定水位） 

(ｍ) 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

(ｍ) 

避難判断水位 

(特別警戒水位) 

(ｍ) 

氾濫危険水位 

（危険水位） 

(ｍ) 

計画高水位

(ｍ) 

宮古 １．５０ ２．００ ４．００ ５．１９ ５．１９ 

山科 １．８０ ２．７０ ６．３０ ７．７０ ７．８３ 

 

   ・宮川 

観測所名 通報水位(ｍ) 
氾濫注意水位 

警戒水位(ｍ) 

開津 １．８０ ２．３０ 
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１０ 災害の被害認定基準 

 

分類 用 語                 被害程度の認定基準 

人 

的 

被 

害 

死 者 
当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの又は、死体を確認する

ことができないが死亡したことが確実な者 

行 方 不 明 当該災害が原因で所在不明となりかつ死亡の疑いのある者 

負 

傷 

者 

重 傷 
当該災害により、負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち、１ケ月以上の治療を要する見込の者 

軽 傷 
当該災害により、負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあ

る者のうち、１ケ月未満の治療で治ゆできる見込みの者 

住 

 

 

宅 

 

 

被 

 

 

害 

住 家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。 

全壊、全焼 

又は流失１ 

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは、流

失した部分の床面積がその住家の延床面積の７０％以上に達した程度

のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の５０％以上

に達した程度のものとする。 

半壊、又は 

半焼１１１ 

住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、

具体的には損壊部分が、その住家の延床面積の２０％以上７０％未満の

ものまたは住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の２０％以上 

５０％未満のものとする。 

一 部 破 損 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、修理を必要とする

程度のものとする。ただし、窓ガラス数枚が破損した程度のごく小さ

いものを除く。 

床 上 浸 水 
浸水が住家の床より上に浸水したもの及び半壊には該当しないが土

砂、竹木等の推積により、一時的に居住することができない。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

非 

住 

家 

の 

被 

害 

非 住 家 
住家以外の建物で、この報告中他の被害箇所項目に属さないものと

する。これらの施設に人が居住しているときは､当該部分は住家とする 

公 共 建 物 
例えば、役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供

する建物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

そ 

 

 

の 

 

 

他 

田 

流失 ・ 

埋没 

耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため耕作が不能となったもの

とする。 

冠 水 穂の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

畑 
流失･埋 

没･冠水 
田の例に準じて取り扱うものとする。 

文 教 施 設 
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校､盲学校､ろう学校、

養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

道 路 
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道他

路のうち橋りょうを除いたものとする。 

橋 り ょ う 道路を連結するため河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河 川 

河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用され、若しくは準用される

河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護

岸、水制、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護すること

を必要とする河岸とする。 
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分類 用  語 被害程度の認定基準 

そ 

 

の 

 

他 

砂 防 

砂防法（明治３０年法律第２９号）第１条に規定する砂防施設、同法第３

条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２

の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄 道 不 通 汽車、電車の運行が不能となった程度の被害をいう。 

船 舶 被 害 

ろ、かいのみをもって運行する舟以外の船で、船体が没し、航行不能にな

ったもの及び流失し所在が不明になったもの並びに修理しなければ航行で

きない程度の被害を受けたもの 

通 信 被 害 電信､電話が災害によって故障し､通信不能になった回線をいう｡ 

被 

 

害 

 

金 

 

額 

 

被 

 

害 

 

金 

 

額 

被 災 世 帯 

災害により全壊､半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維できなくな

っ た生計を一にしている世帯とする。   

例えば寄宿舎､下宿その他これに類する施設に宿泊する者で､共同生活を

営んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、

夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

被 災 者 被災世帯の構成員をいう。 

公立文教施設 公立の文教施設をいう。 

農林水産業 

施 設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 

２５年法律第１６９号）による補助対象となる施設をいい具体的には、農地、

農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９公共土木施

設７号）による国庫負担の対象となる施設をいい具体的には河川、海岸、砂

防設備、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

 その他の 

   公共施設 

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいう。 

例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する

施設とする。 

   災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他

の公共施設については、査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ書きするも

のとする。 

公共施設被害 

市 町 村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被

害を受けた市町村とする。 

農 産 被 害 
農林水産業施設以外の農産被害をいう。例えばビニールハウス、農作物等

の被害とする。 

林 産 被 害 農林水産業施設以外の林産被害をいう。例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜 産 被 害 農林水産業施設以外の畜産被害をいう。例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

水 産 被 害 
農林水産業施設以外の水産被害をいう。例えばのり、魚貝、漁船等の被害

とする。 

商 工 被 害 建物以外の商工被害で例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 
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１１ 被害状況報告書 
 

様式  １ 

（被害状況報告様式） 

被 害 状  況  報  告  書 

（一般被害状況） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所        郡     町 

災害発生年月日        年     月        日       時 

報 告 の 時 限       日     時現在 受 信 時 刻        時            分 

発 信 者  受 信 者  

発 信 担 当 者  受信担当者  

ア 被 戸数（棟）           人 セ  一 戸 数        戸（  棟） 

イ 災 世 帯 数           人 ソ  部 世帯数            世帯 

ウ 総数 人 員           人 タ 被 破損 人 員             人 

エ 人 死 者           人 チ  床 戸 数        戸（  棟） 

オ 的 行 方 不 明           人 ツ  上 世帯数            世帯 

カ 被 負 重 傷           人 テ  浸水 人 員             人 

キ 害 傷 軽 傷           人 ト 害 床 戸 数        戸（  棟） 

ク  全 戸数(棟      戸（  棟） ナ  下 世帯数            世帯 

ケ 住 壊 世帯数          世帯 ニ  浸水 人 員             人 

コ  焼 人 員           人 ヌ 非住家 全 壊              棟 

サ  半 戸 数      戸（  棟） ネ 被 害 半 壊             棟 

シ 家 壊 世帯数          世帯 ノ 被 害 総 額            千円 

ス  焼 人 員           人 ハ 消防団出動人員             人 

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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様式  ２ 

 

被 害  状 況 報 告  書 

（公衆衛生関係） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所        郡      町 

災害発生年月日        年      月     日      時 

報 告 の 時 限      日   時現在 受 信 時 刻       時        分 

発 信 者  受 信 者  

発 信 担 当 者  受信担当者  

ア 
被 

害 

戸 

数 

全 壊                            戸  

イ 半 壊                            戸  

ウ 床 上 浸 水                            戸  

エ 床 下 浸 水                            戸  

オ 被 災 人 口                        人  

カ 赤 
痢 
患 
者 
発 
生 
数 

真 性                            人  

キ 疑 似                            人  

ク 保 菌                            人  

ケ 死 者                            人  

    区     分   単   位   数   量 被     害     額 

コ 

公 

衆 

衛 

生 

施 

設 

上 水 道    

サ 簡 易 水 道    

シ し尿 浄化 槽    

ス じん芥処理場    

セ 隔 離 病 舎    

ソ 下 水 道    

タ 農業集落排水    

チ 斎 苑    

応急 

措置 

状況 

・ 

そ 

の 

他 
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  様式  ３ 

被  害 状  況 報  告 書 

                                                                       （農林水産関係） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所         郡       町 

災害発生年月日        年      月      日      時 

報 告 の 時 限     日   時現在 受 信 時 刻     時        分 

発 信 者  受 信 者  

発 信 担 当 者  受信 担当 者  

区              分 件    数 数     量 被  害  額（千円） 

ア 

農 
 
 
 

地 

田 
流 失 埋 没    

イ 冠 水    

ウ 
畑 

流 失 埋 没    

エ 冠 水    

オ 再 

掲 

果 樹 園    

カ 桑 園    

キ     

ク 小 計    

区          分 流失土砂 土砂流入 冠 水 浸 水 その他 計(ha) 被害額(千円) 

ケ  主要食糧農作物        

コ  疏 菜 類        

サ  果 樹        

シ  葉 タ バ コ        

ス          

セ          

ソ  小 計        

区              分 件    数 数     量 被  害  額（千円） 

タ 家 

畜 

    

チ     

ツ 

水

産

関

係 

漁 船    

テ 漁 具    

ト     

ナ     

ニ     

ヌ     

ネ     
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ノ 

林 

業 

関 

係 

    

ハ     

ヒ     

フ     

ヘ     

ホ 

治 

山 

関 

係 

    

マ     

ミ     

ム     

メ     

モ 

農 

業 

用 

施 

設 

関 

係 

    

ヤ     

イ     

ユ     

エ     

ヨ     

ラ     

リ     

ル     

レ     

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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  様式 ４ 

被 害 状 況  報 告 書 

                                                                     （商 工 関 係） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所     郡     町 

災害発生年月日  

報 告 の 時 限      日      時現在 受 信 時 刻       時     分 

発 信 者  受 信 者  

発 信 担 当 者  受信担当者  

区 分 件 数            被 害 額 （千円） 

ア 鉱 業   

イ 工 業   

ウ 商 業   

エ    

オ 計   

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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  様式 ５ 

被 害 状  況 報 告 書 

                                                                     （土 木 関 係） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所     郡      町 

災害発生年月日  

報 告 の 時 限     日   時現在   受信時刻         時       分 

発 信 者    受信者  

発 信 担 当 者    受信担当者  

区 分 県 工 事 市 町 村 工 事 計 

 ケ所 被 害 額 ケ所 被 害 額 ケ所 被 害 額 

ア 河 川       

イ 海 岸       

ウ 砂 防       

エ 道 路       

オ 橋 梁       

カ 漁 港       

キ        

ク        

ケ 計       

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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  様式 ６ 

被 害 状 況 報 告 書 

                                      （教 育 関 係） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所         郡      町 

災害発生年月日    年    月   日   時   受信時刻       時     分 

発 信 者   受信者  

発 信 担 当 者   受信担当者  

区 分 単  位 数  量 被 害 額 （千円） 

ア 高 等 学 校    

イ 中 学 校    

ウ 小 学 校    

エ 幼 稚 園    

オ 小 計    

カ 社会教育施設    

キ 文 化 財    

ク     

ケ 合 計    

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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  様式 ７ 

                         被 害  状 況 報 告 書 

                                                                     （そ  の  他） 

災 害 の 種 類  

災害の発生場所     郡    町 

災害発生年月日  

報 告 の 時 限      日     時現在 受 信 時 刻       時       分 

発 信 者  受 信 者  

発 信 担 当 者  受信担当者  

区 分 単 位 数 量           被 害 額 （千円） 

ア     

イ     

ウ     

エ     

オ     

カ     

キ     

ク     

ケ     

応 

急 

措 

置 

状 

況 

・ 

そ 

の 

他 
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１２ 防災行政無線設備状況 

（１）固定系無線設備配置一覧表 

固定系親局 同報系子局 

周波数 出力 屋外拡声受信局 戸別受信機 

68.220 MHz 10 W 97 局 500 台 

 

遠隔制御局  会津坂下消防署司令室 

 

  屋外拡声受信局 

番号 子 局 名 緯度（度.分.秒.000） 経度（度.分.秒.000） 備 考 

０ 会津坂下町役場 37.33.41.331 139.49.17.911  

１ 袋原屯所 37.37.54.191 139.47.51.293  

２ 袋原 37.37.54.558 139.48.11.725  

３ 長井 37.37.18.461 139.47.44.842  

４ 津尻 37.36.31.528 139.48.23.775  

５ 宇内 37.35.56.278 139.48.47.027  

６ 青津 37.35.29.454 139.49.49.791  

７ 窪倉 37.35.25.154 139.45.58.936 再送信 

８ 大上 37.35.14.174 139.48.44.700 アンサー 

９ 青木 37.35.16.339 139.50.70.944 アンサー 

10 東河原 37.35.21.328 139.50.26.715  

11 洲走 37.34.59.827 139.45.33.425  

12 窪 37.34.54.080 139.46.23.076  

13 見明 37.35.04.189 139.48.15.268  

14 西青津 37.35.95.453 139.49.38.435  

15 沼越 37.35.15.261 139.50.43.014  

16 立川 37.34.59.567 139.51.14.724  

17 杉山 37.34.47.614 139.44.59.542  

18 舟渡 37.34.39.303 139.46.07.124  

19 八日沢 37.34.48.272 139.48.49.885  

20 下政所 37.34.53.414 139.49.35.770  

21 谷地 37.34.56.254 139.50.18.160  

22 太田分 37.34.37.957 139.50.51.782  

23 天屋・本名 37.34.30.288 139.44.46.903  

24 片門 37.34.25.337 139.45.58.501 アンサー 

25 気多宮 37.34.23.998 139.47.21.697  

26 塔寺 37.34.26.753 139.47.45.151  

27 旧八幡公民館 37.34.27.962 139.47.56.816 アンサー 

28 新舘 37.34.19.375 139.48.47.683  

29 中政所 37.34.97.325 139.49.38.319  

30 御池田 37.34.24.732 139.50.32.586  

31 鐘突堂入口 37.34.20.049 139.47.13.663  

32 杉境 37.34.74.364 139.48.78.048  

33 塔寺２区 37.34.18.564 139.48.10.634  
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番号 子 局 名 緯度（度.分.秒.000） 経度（度.分.秒.000） 備 考 

34 新舘前 37.34.10.742 139.48.27.464  

35 和泉川原 37.34.10.283 139.49.27.505  

36 樋口分 37.34.11.446 139.50.40.045  

37 五香 37.34.85.386 139.51.11.789  

38 赤城新田 37.33.55.052 139.44.39.738  

39 和泉 37.33.50.368 139.46.68.736  

40 杉 37.33.46.465 139.48.22.430  

41 稲荷塚公園 37.33.56.843 139.48.36.753  

42 大道 37.34.04.359 139.48.46.081  

43 茶屋町公園 37.33.53.751 13949.22.252  

44 金上 37.33.52.680 139.50.30.384  

45 履形 37.33.46.158 139.51.31.410  

46 平井 37.33.27.926 139.45.32.952  

47 大沢 37.33.25.277 139.46.23.964  

48 諏訪公園 37.33.42.308 139.48.47.963  

49 桜ヶ丘公園 37.33.48.822 139.49.67.737  

50 緑町公園 37.33.43.694 139.49.39.314  

51 旧第一中学校（坂下東小学校） 37.33.37.080 139.50.19.961 アンサー 

52 東金上前 37.33.31.370 139.50.33.706  

53 太田谷地 37.33.38.780 139.50.51.627  

54 村田 37.33.27.237 139.51.13.604  

55 台畑 37.33.28.370 139.50.54.099  

56 台の宮公園 37.33.34.011 139.49.51.200  

57 古坂下屯所 37.33.32.970 139.49.42.317  

58 公民館分室 37.33.35.580 139.49.20.823  

59 新栄町 37.33.25.591 139.49.10.066  

60 会津農林高校 37.33.21.802 139.49.27.659  

61 沢ノ目 37.33.37.402 139.48.59.242  

62 船窪 37.33.13.259 139.48.29.768  

63 蛭川 37.33.20.347 139.48.22.926  

64 坂下高校 37.33.19.674 139.49.96.994  

65 原 37.33.25.879 139.49.29.436  

66 羽林 37.33.17.270 139.49.48.883  

67 鶴沼球場 37.33.10.182 139.50.12.733  

68 旧金上小学校 37.33.36.291 139.50.35.251 アンサー 

69 海老沢 37.33.11.345 139.51.29.058  

70 中村 37.33.38.261 139.49.30.755  

71 細工名 37.32.51.992 139.51.23.839  

72 朝立 37.33.08.574 139.45.24.175  

73 西村 37.32.54.534 139.48.59.315  

74 沖 37.32.44.735 139.49.42.027  

75 下新田 37.32.45.003 139.50.15.707  

76 新開津 37.32.35.884 139.50.53.018  
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番号 子 局 名 緯度（度.分.秒.000） 経度（度.分.秒.000） 備 考 

77 大村新田 37.32.41.473 139.47.56.816  

78 牛沢 37.32.44.091 139.48.27.387  

79 旧若宮小学校 37.32.33.679 139.48.55.022 アンサー 

80 大江 37.32.34.016 139.49.24.994  

81 新村 37.32.25.594 139.51.17.969  

82 束原 37.32.23.083 139.51.36.122  

83 大村 37.32.28.167 139.47.56.217  

84 金沢 37.32.10.955 139.49.54.850  

85 中新田 37.32.12.731 139.50.27.565  

86 中開津 37.32.12.364 139.51.12.064  

87 勝方 37.32.62.078 139.47.47.450  

88 樋渡 37.31.53.037 139.48.50.194  

89 水島 37.32.54.115 139.49.19.394  

90 矢ノ目 377.32.55.034 139.49.37.624  

91 上金沢 37.31.57.938 139.50.12.038  

92 上開津 37.31.54.722 139.51.52.233  

93 村田新田 37.33.16.027 139.50.37.421  

94 上新田 37.32.00.309 139.50.26.864  

21-1 佐藤分 37.34.42.531 139.49.59.070  

23-1 束松振興センター 37.34.29.414 139.44.58.012  
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（２）移動系無線設備配備一覧表 

移動系基地局 移    動    局 

周波数 出力 車載可搬兼用型 車 載 型 集落可搬型 可 搬 型 携 帯 型 

466.7625 MHz 10w 12 台 6 台 1 台 5 台 31 台 

 
  

主 制 御 局  総務課（危機管理班） 

遠隔制御器  建設課（土木管理班、上下水道班）産業課（農林振興班） 

中 継 局  見明山中継局（大字見明字西浦地内） 

 
陸上移動局 

種 別 呼出名称 所 属 出力 備 考 種 別 呼出名称 所 属 出力 備 考 

携 帯 型 ぼうさいあいづばんげ  1 総 務 課  5w  携 帯 型 ぼうさいあいづばんげ 29 総 務 課   

〃    〃       2 〃 〃  〃    〃     30 〃   

〃    〃       3 〃 〃  〃    〃     31 〃   

〃    〃       4 〃 〃  車 載 型    〃     101 総 務 課 10w 指令車 

〃    〃       5 〃 〃  〃    〃    102 建 設 課 〃 サクシード 

〃    〃       6 〃 〃  〃    〃    103 建 設 課 〃 シビック 

〃    〃       7 〃 〃  〃    〃    104 産 業 課 〃 パートナー 

〃    〃       8 〃 〃 消防団長 〃    〃    105 建 設 課 〃 アシスト 

〃    〃       9 〃 〃 副団長 〃    〃    106 教 育 課 〃 プリウス 

〃    〃     10 〃 〃 副団長 車載可搬兼用型    〃    107 総 務 課 10w  

〃    〃     11 〃 〃 1分団長 〃    〃    108 〃 〃  

〃    〃     12 〃 〃 2分団長 〃    〃    109 〃 〃  

〃    〃     13 〃 〃 3分団長 〃    〃    110 〃 〃  

〃    〃     14 〃 〃 ４分団長 〃    〃    111 〃 〃 1分団 

〃    〃     15 〃 〃 ５分団長 〃    〃    112 〃 〃 2分団 

〃    〃     16 〃 〃 6分団長 〃    〃    113 〃 〃 3分団 

〃    〃     17 〃 〃 7分団長 〃    〃    114 〃 〃 4分団 

〃    〃     18 〃 〃  〃    〃    115 〃 〃 5分団 

〃    〃     19 〃 〃  〃    〃    116 〃 〃 6分団 

〃    〃     20 〃 〃  〃    〃    117 〃 〃 7分団 

〃    〃     21 〃 〃 1副分団長 〃    〃    118 〃 〃  

〃    〃     22 〃 〃 2副分団長 可搬型    〃    151 総 務 課 10w   

〃    〃     23 〃 〃 3副分団長 〃    〃    152 〃 〃  

〃    〃     24 〃 〃 4副分団長 〃    〃    153 〃 〃  

〃    〃     25 〃 〃 5副分団長 〃    〃    154 〃 〃  

〃    〃     26 〃 〃 6副分団長 〃    〃    155 〃 〃 消防署 

〃    〃     27 〃 〃 7副分団長 集落可搬型    〃    156 教 育 課 〃  

〃    〃     28 〃 〃       
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１３ 動員計画 

  災害応急対策の実施に際して、必要な応急対策要員の動員要領は、次により行うものとする。 

（１）各部、各班の人員数の明細 

部 班 
事務的職員 技術的職員 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

総 

務 

部 

 庶務班(危機管理班)  ４    ４  １   １  ５    ５ 

 行政班(行政管理班)  ４  ４  ８     ４  ４  ８ 

 税務班(税務管理班)  ９  １ １０     ９  １ １０ 

政 策 

財務部 

 財政班(財務管理班)  ６    ６     ６    ６ 

 広報班(政策企画班)  ８  １  ９     ８  １  ９ 

生 

活 

部 

 福祉班(福祉健康班・保険年金班) １１  ６ １７   ６  ６ １１ １２ ２３ 

 衛生班(戸籍環境班)  ４  ２  ６     ４  ２  ６ 

建 
 
設 
 
部 

 土木建築班(都市土木班)  １    １  ２   ２  ３  ０  ３ 

 管理班(都市土木班)  ４    ４  １   １  ５    ５ 

 都市計画班(都市土木班)  ２    ２  ２   ２  ４    ４ 

 上水道班(上下水道班)  ３    ３  １   １  ４    ４ 

 下水道班(上下水道班)  ２   ２  １   １  ３    ３ 

産 

業 

部 

 農林班(農林振興班)  ８    ８     ８    ８ 

 商工観光班(商工観光班)  ４  ２  ６     ４  ２  ６ 

教 

育 

部 

 教育総務班(教育総務班)  ５  １  ６     ５  １  ６ 

 学校給食ｾﾝﾀｰ班  １    １   １  １  １  １  ２ 

 社会文化班(社会文化班)  ６  ２  ８     ６  ２  ８ 

子 

ど 

も 

部 

 子ども支援班  ５  １  ６     ５  １  ６ 

 保育所班  １    １  １４ １４  １ １４ １５ 

 幼稚園班     １８ １８  １８ １８ 

出納部  出納班(出納室)  １  ２  ３     １  ２  ３ 

議会 

事務 

局部 

 議会班(議会事務局)  ２  １  ３     ２  １  ３ 

農委 

事務 

局部 

 農委班(農地管理)  １  １  ２     １  １  ２ 

 合       計  ９２ ２４ １１６  ８ ３９ ４７ １００ ６３ １６３ 
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１４ 消防団組織一覧表 

会津坂下町消防団組織一覧表 
 

 

 町 長 齋 藤 文 英  

                           関係機関 

 広 域 消 防 本 部  ５９－１４０１ 

 団 長    
 

会津坂下消防署   ８３－４１００ 

 副団長    会津坂下警察署   ８３－３４５１ 

 副団長    
                            本部 

 総務部長  (総務課長) 

 総務次長  (危機管理班長) 

  庶務部長  (防災消防交通担当) 

  庶務班長  (危機管理班員) 

 

坂下地区 第１分団長   第１副分団長   

若宮地区 第２分団長   第２副分団長   

金上地区 第３分団長   第３副分団長   

広瀬地区 第４分団長   第４副分団長   

川西地区 第５分団長   第５副分団長   

八幡地区 第６分団長   第６副分団長   

高寺地区 第７分団長   第７副分団長   

 
 
１５ 消防力 
 

機関名 
署員・ 

団員数 

消 防 ポ ン プ 等 現 有 消 防 水 利 無 線 機 器 消防車

庫屯所 自動車ﾎﾟﾝﾌﾟ 小型動力ﾎ゚ ﾝﾌ゚  積載車 救急車 防火水槽 消 火 栓 車載型 携帯型 受令機 

会津坂下消防署  29 ３   ２   ８ ５   

消防団本部  21        ４ ７(役場4)  

第１分団  56 １  ２  ２    １ ２ ３  

第２分団  90 １ １３  ２    １ ２ ３  

第３分団  87 １ １０  ３    １ ２ ４  

第４分団  94 １ １０  ２  １２７ １０７ １ ２ ３ ６５ 

第５分団  63 １  ６  ２    １ ２ ３  

第６分団  76 １  ８  ２    １ ２ ３  

第７分団  63 １  ６  ２    １ ２ ３  

合  計 550 ７ ５５ １５  １２７ １０７ １５ ２３ ２９  
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１６ 救出車両、舟艇、その他機械器具調達先報告書 
 

品 名 数量 
所有借 

上の別 

調     達     先 
機械器具等 輸送方法 備 考 

名称(責任者) 所在地 電話 
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１７ 指定避難所 

 ○会津坂下町の指定避難所として次の施設を選定するものとする。 

指 定 避 難 所 名 所     在     地 収容人員(人) 管理者 

坂下南小学校 会津坂下町字石田甲６５０番地 ７６３ 学校長 

坂下東小学校   〃  字上口７０５番地 ３６２ 学校長 

旧坂本分校   〃  大字坂本字宮前甲９４０番地の２ １７９ 町長 

坂下中学校   〃  字惣六８３番地 ４１３ 学校長 

坂下高等学校   〃  大字白狐字古川甲１０９０番地 ４８８ 学校長 

会津農林高等学校   〃  字曲田１３９１番地 ７６８ 学校長 

町民体育館   〃  字石田甲６５０番地 ３２０ 教育長 

中央公民館   〃  字五反田１３１０番地の３ １９５ 教育長 

若宮コミュニティセンター   〃  大字牛川字寿ノ宮１８９０番地  ３６ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字牛川字寿ノ宮１７１５番地 ２５６ センター長 

金上コミュニティセンター   〃  大字福原字松木古川前１０７番地  ３５ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字福原字福川原９１３番地 ２１２ センター長 

広瀬コミュニティセンター   〃  大字青木字八峠２３４番地の１  ５２ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字青木字青木１３９番地 ２３６ センター長 

川西コミュニティセンター   〃  大字大上字柳ノ下甲３１２番地  ３６ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字大上字柳ノ下甲３１２番地 ２７０ センター長 

八幡コミュニティセンター   〃  大字塔寺字北原７８７番地  ４１ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字塔寺字北原７８７番地 ２２６ センター長 

高寺コミュニティセンター   〃  大字片門字宮ノ下１９００番地  ５７ センター長 

  〃  附属体育館   〃  大字片門字片門甲３２番地の２ ２５０ センター長 

農村環境改善センター   〃  大字見明字堤帰２１１５番地 ２４０ 町長 

会津坂下町束松振興センター   〃  大字束松字諏訪田丙３０４番地１  ３４ 町長 

 
 ○会津坂下町の福祉避難所として次の施設を選定するものとする。 

福 祉 避 難 所 名 所     在     地 収容人員(人) 管理者 

健康管理センター 会津坂下町字五反田１２９５番地１ ２０ 町長 
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１８ 避難場所 

 会津坂下町の避難場所として次の場所を選定するものとする。 

 ○指定緊急避難場所 

避 難 場 所 名 所     在     地 管理者 備考 

坂下南小学校グラウンド 会津坂下町字石田甲６５０番地 学校長  

坂下東小学校グラウンド   〃  字上口７０５番地 学校長  

旧坂本分校前広場   〃  大字坂本字宮前甲９４０番地の２ 町 長  

坂下中学校グラウンド   〃  字惣六８３番地 学校長  

坂下高等学校グラウンド   〃  大字白狐字古川甲１０９０番地 学校長  

会津農林高等学校グラウンド   〃  字曲田１３９１番地 学校長  

若宮コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字牛川字寿ノ宮１７１５番地 センター長  

金上コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字福原字福川原９１３番地 センター長  

広瀬コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字青木字青木１３９番地 センター長  

川西コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字大上字柳ノ下甲３１２番地 センター長  

八幡コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字塔寺字北原７８７番地 センター長  

高寺コミュニティセンター 

グラウンド 
  〃  大字片門字片門甲３２番地の２ センター長  

台 ノ 宮 公 園   〃  字台ノ下地内   

諏 訪 公 園   〃  字中岩田地内   

緑 町 公 園   〃  字上口地内   

桜 ヶ 丘 公 園   〃  字舘ノ内地内   

坂 下 中 央 公 園   〃  字西南町裏地内   

稲 荷 塚 公 園   〃  字稲荷塚地内   

牛 沢 公 園   〃  大字牛川字中島地内   

福 原 公 園   〃  大字福原字町尻地内   

花 ち ゃ ん 公 園   〃  大字青木字宮田地内   

川 西 公 園   〃  大字八日沢字舘ノ内地内   

ステーションばんげ南公園   〃  字石田地内   

ば ん げ ひ が し 公 園   〃  大字福原字殿田９８番地   

 
 ○その他の避難場所 

避 難 場 所 名 所     在     地 管理者 備考 

塔寺山いこいの森公園   〃  大字塔寺字姥ケ懐地内   
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１９ 避難所設置及び収容状況 
 

避 難 所 名 所 在 地 種 別 開 設 期 間 実人員 開設日数 延人員 備     考 

○○避難所 大字  字  番地 既設建物 月 日から 人 日 人  ○○コミセン 

   月 日まで     

○○避難所 大字  字  番地 既設建物 月 日から 人 日 人 ○○小学校体育館 

   月 日まで     

        

        

        

        

        

        

        

計        
 

 

２０ 避難所収容者名簿 

                                会津坂下町   避難所 

住 所 世 帯 主 世帯人員 
避 難 所 収 容 期 間 

計 
月日      

          

          

          

          

          
 

 

２１ 避難所収容台帳 

                                                        会津坂下町   避難所 

責任者 

認め印 
月  日 収容人員 

物品使用状況 
記    事 備  考 

品    名 数量 
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２２  避難所用物品受払簿 
 

品 名 
 単 位   

 呼 称   

年 月 日 摘 要 受 払 残 備        考 

  ○○商店  １００   １００  

  ○○避難所     ２０    ８０  

  ○○避難所     ３５   ４５  

      

      
 

 

２３ 避難所開設用施設及び器物借用簿 
 

名  称 品  名(施設) 数量 期  間 １日当借上費 金  額 所有者(管理者)氏名 

       

       

       

       

       
 

 

２４ 飲料水供給記録簿 

 

供 給 

年 月 日 
供給地区 

供給 

水量 

対象 

人員 

給 水 用 機 械 器 具 
金 額 備 考 

名   称 数  量 所有者（管理者）氏名 

  ㍑  人    円  

         

         

         

         

  (注) １．「対象人員」欄の人員数は、概数で記入して差し支えない。 

     ２．給水用機械器具は借上費の有無償の別を問わず記入するものとし、有償による

場合にのみ「金額」欄に借入額を記入すること。 

 
 



資料編 

― ( 30 ) ― 

２５ 応急仮設住宅入居該当者調 
 

番 

号 

被帳 

災番 

台号 

氏    名 職   業 住   所 

家 族 人 員 

生活程度 摘 要 
人員数 

同上中稼 

働 力 者 

       上､中､下  

       保護世帯  

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

２６ 応急仮設住宅入居該当対象者選定調書 

   （住宅の応急修理施行） 

被災台帳   

番 号   

地 区 名  行政区名  対象者  住所  氏名  

調 査 員 

調査事項 

資産状況 
 動  産 

職      業  
 不動産 

被災の概要  家庭の概要  

行 政 区 

総代意見 
 

民生委員 

意 見 
 

調 査 員 

意 見 
 

要 施 行 有・無  調査員 
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２７ 応急仮設住宅入居者台帳                                       

応 急 仮 設 住 宅 台 帳 

                                                                      市町村名        

応急仮設 

住宅番号 

世帯主 

氏  名 

家族 

数 
所  在  地 

構造 

区分 
面積 

敷地 

区分 

着 工 

月 日 

竣 工 

月 日 

入 居 

月 日 

実支 

出額 
備考 

    人       月  日   月  日   月  日     円  

            

            

            

計 世帯           

  （注）１  「応急仮設住宅番号」欄は、応急仮設住宅に付した番号とし、設置箇所を明らかに

した簡単な図面を作成し添付すること。 

        ２  「家族数」欄は、入居時における世帯主を含めての人員数を記入すること。 

        ３ 「所在地」欄は、応急仮設住宅を建設したところの住所を記入すること。 

    ４ 「構造区分」欄は、木造住宅、プレハブ住宅の別を記入する。 

    ５ 「敷地区分」欄は、公私有別とし、有無償の別をも明らかにすること。  

    ６ 「備考」欄には、入居後における経過を明らかにしておくこと。 
 

 

２８  住宅応急修理記録簿 
 

住    所 世帯主 
職 業 

氏 名 
家族数 修理箇所 概要 

修理着工 

年 月 日 

修理完成 

年 月 日 
修理費 備 考 

          

          

          

          

          
 

 

２９  住宅の応急修理該当者調 
 

番 

号 
氏  名 職  業 住  所 

家族人員 

生活程度備考 
被害 

程度 

修理予 

定箇所 
備考 

人員数 
同 上 中 

可働力者 

      上／中／下 

被 保 護 者 
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３０ 救護班の編成 
 

班      名 班長氏名 編 成 内 容 連 絡 方 法 

    

    

    

    

    
 

 

３１ 救護班編成及び活動記録簿 
 

期 間 市 町 村 名 診療患者数 死体検案数 班 の 編 成 班長 職氏 名 備考 

       

       

       

       

 （注）１、「診療患者数」欄は、延人員数を記入すること。 

    ２、「班の編成」欄は、職種ごとに人員数を記入すること。 

    ３、助産を実施した場合も記入すること。 

    ４、死体の処理を実施した場合も記入すること。 
 
 

３２  救護活動記録簿 
 

期       間 市町村名 診療患者数 死体検察数 班 の 編 成 班長職氏名 

    月  日から 

    月  日まで 日間 

  内科    人 

 外科    人  

 医師    人 

 看護師   人 

 その他   人 

     医院 

 氏名 

    月  日から 

    月  日まで 日間 

  内科    人 

 外科    人  

 医師    人 

 看護師   人 

 その他   人 

     医院 

 氏名 

    月  日から 

    月  日まで 日間 

  内科    人 

 外科    人  

 医師    人 

 看護師   人 

 その他   人 

     医院 

 氏名 

    月  日から 

    月  日まで 日間 

  内科    人 

 外科    人  

 医師    人 

 看護師   人 

 その他   人 

     医院 

 氏名 

 
 

３３ 医薬品衛生材料受払簿 
 

品名  単位呼称   

年 月 日 摘       要 受 払 残 備考 

      

      

      

計      
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３４ 医薬品班出動編成表 
 

 職      名 氏           名 
期    日 

自 年 月 日 時 分 

班     長   至 年 月 日 時 分 

場所  

摘要  

 
 

３５ 救護班診療記録                                            

                                                        班長医師氏名           

年 月 日 市町村名 患  者  氏  名 年令 病   名 措 置 摘 要 備考 

       

       

       

       

       
 

 

３６ 救護班医薬品衛生材料使用簿              

                                                         班長医師氏名          

医薬品衛生材料品名 単位呼称 単位 摘要 受 払 残 備考 
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３７ 医薬品衛生材料等引継書 

 

医薬品衛生材料等引継書 

 

                                                 輸送責任者職氏名            

 

                                                 受領責任者職氏名            

     救護用医薬品次のとおり引継ぎました。 

 

記 

    １．引継月日 

 

    ２．引継場所 

 

  ３．品目数量   次のとおり 

品  名 単位 輸送数量 引継数量 差引過不足 過不足を生じた理由､その他 

      

      

      

      

      
 

 

３８ 医院、診療所医療実施状況 
 

市町村名 診療 機関 名 診療期間 
診療人員 

診療報酬点数 金 額 備 考 
入院 退院 

            医院    月  日 から 日間      健康保険 

     月 日 まで      国民健康保険 

        

        

        

計        
 

 

３９ 助産台帳                      
 

分  べ  ん  者 分 べ ん の 

日時・場所 
助産機関名 期 間 金 額 備 考 

住  所 氏  名 年令 

 会津坂下町大字 

 字 
       

 会津坂下町大字 

 字 
       

 会津坂下町大字 

 字 
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４０  障害物除去該当者調 
 

番号 
被災台帳 

番 号 
氏 名 職 業 住  所 

家    族 

人員数 同上中可働力者 
被害程度 障害物除予定箇所 

実施 

有無 

         

         

         

         

         

 

 

４１  障害物除去該当者選考調書 
 

被災台帳 

番    号 
 

 

地区名  

部落

（町）

名 

 対象

者０ 

住所 

 

氏 名   

 

 

調査員調査事項 
資 産 状 況 

  動 産 
職 業    

   不動産 

 被災の概要  家庭の概要  

 行政区代表意見  

 民生委員意見  

 調査員総合意見  

 要 施 行 有     ・      無 調  査  員                            
 

 

４２ 障害物除去の実施状況記録簿 
 

住宅被害 

程度区分 
住  所 氏  名 職 業 家族数 除去を要すべき状態の概要 

除去に要 

した期間 
金    額 備     考 

     
たい積量高さ,    ｍ 約   ㎡(坪) 

たい積場所居室 ･ 炊事場 ･ 便所等 
    日間  

器具借上費      円 

人 夫 費      円 

輸 送 費      円 

そ の 他      円 

     
たい積量高さ,    ｍ 約   ㎡(坪) 

たい積場所居室 ･ 炊事場 ･ 便所等 
    日間  

器具借上費      円 

人 夫 費      円 

輸 送 費      円 

そ の 他      円 
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４３ 死体捜索状況記録簿  

             

年月日 捜索地区 捜索死体 
捜索用機械器具 

金額 備考 
名 称 数 量 所有者(管理者氏名) 

        

        

        

        

        

 （注）１、捜索用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず、記入するものとし、有償によ 

          る場合にのみその借上費を金額欄に記入すること。 
 

 

４４ 死体処理台帳 
 

死 亡 

年月日 

死 

亡 

原 

因 

死体発見 

の 日 時 

及び場所 

死 亡 者 遺 族 洗浄等の措置費 死体一時 

保存の場 

所及び保 

存の期間 

備 考 
住所氏名 

年 

令 

住所 

氏名 

死亡者 

と の 

関 係 

品名 
 数 

 量 

金 

額 

            

            

            

 

 

４５ 埋葬台帳 
 

死 亡 

年月日 

死亡 

原因 

埋 葬 

年月日 

死亡者 埋葬を行った者 埋葬費 

備考 
住所氏名 

年 

令 

 死亡者 

との関係 
住所氏名 附属品 

埋火 

葬料 
骨箱 計 
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４６ 保有車両 

 公用車（特殊車両） 

登録番号 車名 取得年月 用途等 備     考 

福島る 000-293 日立 02年 11月  除雪車  

福島る 000-100 フルカワ 00年 11月  除雪車  

福島る 000-387 フルカワ 03年 11月  除雪車  

会津る 000-191 ＴＣＭ 09年 11月  除雪車  

会津る 900-55 コマツ 13年 10月  除雪車  

福島る 00-3415 カワサキ重工 98年 10月  除雪車  

会津は 800-13 ニッサン 06年 11月  除雪車  

福島る 900-27 新潟鉄工 00年 11月  除雪車 小型除雪車 

福島る 000-446 ＴＣＭ 04年 10月  除雪車  

会津る 900-50 新潟鉄工 12年 11月  除雪車 小型除雪車 

会津る 900-92 コマツ 14年 2月  除雪車  

 福島そ 11-2374  三菱 87年 2月  砂利運搬等  ４トンダンプ 

会津さ 800-211 トヨタ 07年 7月  道路パトロール車  建設課（都市土木班） 

 福島さ 100-660  トヨタ 99年 9月  給食運搬車  

 福島さ 100-5084  三菱 02年 9月  給食運搬車  

 福島さ 100-1056 トヨタ 11年 6月  給食運搬車  

福島さ 100-1057 トヨタ 11年 6月  給食運搬車  

 福島そ 400-3214  トヨタ  04年 10月  水道工事用  小型トラック 

会津さ 800-474 トヨタ 
 

 08年 9月 消防団指令車 
 

 

 福島さ 800-2272  三菱  00年 3月  第 1分団第 1班  積載車 

 福島す 800-1021  トヨタ  05年 1月      第 3班  ポンプ車 

 福島さ 800-8387  三菱  02年 12月      第 5班  積載車 

 福島す 88-6287  日産  96年 2月  第 2分団第 1班  ポンプ車 

 福島さ 800-2271  三菱  00年 3月         第 3班  積載車 

 福島せ 88-2241  三菱  99年 3月         第 5班  積載車 

 福島す 88-2641  三菱  92年 11月  第 3分団第 1班  ポンプ車 

 福島す 800-29  三菱  04年 3月         第 2班  積載車 

 福島せ 88-2243  三菱  99年 3月         第 3班  積載車 

福島す 800-1916 トヨタ 
 

05年 10月         第 5班  積載車 

 福島さ 800-6767  三菱  01年 12月  第 4分団第 1班  ポンプ車 

 福島さ 800-8388  三菱  02年 12月         第 4班  積載車 

 福島す 88-7868  トヨタ  97年 2月         第 5班  ポンプ車 

 福島す 88-5000  日産  95年 2月  第 5分団第 1班  ポンプ車 

 福島さ 800-4484  三菱  00年 12月         第 3班  積載車 

 福島さ 800-8389  三菱  02年 12月         第 6班  積載車 

 福島す 88-9692  トヨタ  98年 3月  第 6分団第 1班  ポンプ車 

 福島さ 800-4485  三菱  00年 12月         第 6班  積載車 

福島す 800-1917 トヨタ  05年 10月         第 8班  積載車 

 福島す 88-3836  日産  94年 2月  第 7分団第 1班  ポンプ車 

 福島す 800-30  三菱  04年 3月         第 2班  積載車 

 福島さ 800-4486  三菱  00年 12月         第 5班  積載車 
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公用車（一般車両） 

登録番号 車 名 取得年月 用途等 備  考 

会津さ 200-4 ヒノ 98年 8月  大型バス  マイクロバス 

会津さ 200-301 ヒノ 14年 9月  マイクロバス 

会津さ 300-110 トヨタ 97年 5月  普通乗用車  ワゴン 

会津む 330-10 トヨタ 12年 1月  普通乗用車  町長車 

会津さ 300-4 トヨタ 04年 7月  普通乗用車  議長車 

会津そ 500-7495 日産 14年 5月  普通乗用車  研修車 

福島ら 40-917 スズキ 93年 3月  軽貨物  軽トラック 

会津い 480-5229 ダイハツ 12年 8月 小型貨物 総務課（危機管理班） 

会津い 480-2753 スズキ 11年 9月  小型乗用車  総務課（税務管理班） 

会津あ 580-628 スズキ 01年 4月  軽乗用車  総務課（税務管理班） 

会津す 300-840 トヨタ 10年 2月  普通乗用車  政策財務課（政策企画班） 

会津い 580-137 ミツビシ 08年 4月 小型乗用車  生活課（戸籍環境班） 

会津い 480-2348 ミツビシ 11年 7月 小型貨物    〃 

会津う 580-7795 スズキ 11年 7月 軽乗用車  生活課（福祉健康班） 

会津か 580-8277 スズキ 14年 8月  軽乗用車    〃 

会津う 580-7645 スズキ 11年 7月 軽乗用車    〃 

会津え 580-6728 ダイハツ 12年 12月 軽乗用車 生活課（保険年金班） 

会津そ 500-5432 トヨタ 13年 12月 普通乗用車    〃 

会津あ 580-594 ミツビシ 00年 9月  軽乗用車  建設課（都市土木班） 

会津さ 500-1216 ホンダ 04年 9月 普通乗用車  

会津さ 500-1618 ホンダ 02年 1月 普通乗用車  建設課（上下水道班） 

会津そ 500-3989 トヨタ 13年 8月 普通乗用車   〃 

会津あ 580-2822 スズキ 00年 4月  水道用緊急車   〃 

会津あ 480-9740 ミツビシ 10年 5月  水道用緊急車    〃 

会津さ 300-3038 トヨタ 04年 12月 普通乗用車  産業課（農林振興班） 

会津か 580-6943 スズキ 14年 5月  軽乗用車    〃 

会津あ 580-4545 ホンダ 01年 3月  軽乗用車  産業課（商工観光班） 

会津い 480-4803 ダイハツ 12年 6月 小型貨物    〃 

会津さ 300-7995 トヨタ 09年 3月 普通乗用車  教育課（教育総務班） 

会津あ 580-614 ミツビシ 00年 11月 軽乗用車    〃 

福島や 50-1660 スズキ 03年 10月 軽乗用車    〃 

会津い 480-3281 スズキ 11年 11月 軽乗用車  教育課（学校給食センター） 

会津す 300-927 トヨタ 10年 3月 普通乗用車  教育課（社会文化班） 

会津あ 580-4508 スズキ 02年 5月 軽乗用車    〃 

福島も 50-999 ミツビシ 03年 6月 軽乗用車    〃 

会津か 580-8496 スズキ 14年 8月 軽乗用車 子ども課（子ども支援班） 
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４７ 被災使用教科書等調  全失分・半失分 
 

区 分 学 校 名 １ 年 ２  年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 計 

 

           学校        

           学校        

計        

 

        

        

        

合 計 
冊 数        

実 人 員        
 

 

４８ 被災教科書一覧表                                                          

 平成  年  月  日                                       学校名         

区  分 学 年 発行者名 教科書記号番号 教科書名 冊数 単価 金 額 被害区分 備考 

          

          

          

          

          

 （注）学校別に記載のこと 
 

 

４９ 学用品交付簿 
 

被災台帳 

番  号 
住家 の 

被害区分 

学 

年 

児童(生徒) 

氏  名 

親 権 者 

住所氏名 
受領印 

給 与 品 内 訳 給  与 

年月日 消ゴム ナイフ ノート 鉛筆 筆入  
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５０ 災害防疫調査指導票 

                             年月日 平成  年  月  日 

                            実施者             

 （１）市町村名 

      総戸数（世帯）       戸     総人口       人 

 （２）被害の概況（図面は別紙に略記すること） 

     床上浸水      戸   床下浸水     戸   その他    戸 

      人  口                   人 

     被 災 率                   ％ 

 （３）傷病者及び医療救護班の要否  

 （４）炊き出し及び集団避難  

 （５）使用水及び給水班の要否  

 （６）感染症発生状況  

 （７）薬品、器材  

 （８）市町村の能力と動員態制  

 （９）昆虫駆除の指定地域と代執行の必要  

 （10）防疫計画  

  （１）検病調査班       月    日     ～     月  日            班 

  （２）消毒班       月    日     ～     月  日            班 

  （３）昆虫駆除       月    日     ～     月  日            班 
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５１ 感染症予防申請書 

                                   番      号 

                                   平成 年 月 日 
 
福 島 県 知 事          様 

 
                      福島県河沼郡会津坂下町長       印 
 
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条の地域指定の申請について 
 
 平成 年 月 日災害により、次のとおり災害が発生し感染症流行のおそれがあるので、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条の規定に基づいて、ねずみ族昆虫

駆除の地域として指定されるよう申請する。 
 
 １ 災害発生日時 
 
 ２ 災害の種類   

   （１）原 因 

   （２）経 過 
 
 ３ 被害の概要 
 
 ４ ねずみ族昆虫駆除の開始及び終了予定年月日 
 
 ５ ねずみ族昆虫駆除実施予定地域 
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５２ 災害防疫業務完了報告書 

 

 １ 災害発生年月日  

 ２ 災害の原因  

 ３ 被害の概要  

 ４ 市町村のとった措置の概要  

 （１）災害防疫本部の活動  

 （２）災害救助活動  

   イ 医療救護  

   ロ 調査指導  

 （３）災害防疫本部の活動  

   イ 予防宣伝  

   ロ 調査指導  

  ハ 検病調査  

   ニ 患者処理  

   ホ 飲料水の確保及び井戸の消毒  

   ヘ 家屋の消毒及び消毒薬の使用方法  

   ト そ族昆虫駆除の実施方法  

   チ 避難場所の防疫指導  

   リ し尿処理の指導  

   ヌ 泥土、堆積物の処理及び清潔方法  

 ５ 感染症の発生状況  

 ６ 予防接種  

 ８ 予算の概要  
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