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第１章 風水害等被害の想定 
１-１.災害履歴 

○二宮町での河川の氾濫は近年少ないものの、中小河川(葛川、打越川)流域で、河川

の溢水・氾濫、水はけの悪い場所で局所的な冠水が生じています。 

○また、丘陵地の土砂災害は、小規模なものが多く、近年では道路の路肩等が被害を

占める割合が多くなっています。 

○なお、平成 19 年 9 月 7 日の台風 9 号により、西湘バイパス西湘二宮 IC 付近では擁

壁崩壊等の被害を受けました。 

 

１-２.災害想定 

（１）風水害  

○県では、水防法第 14 条 3 項の規定に基づき、大雨等によって河川が増水し、堤防が

決壊した場合を想定し、浸水想定区域図を作成しています。 

この浸水想定結果について、「神奈川県の浸水想定区域」から抜粋して示します。 

○なお、想定には一定の限界があることに留意します。とりわけ、この浸水想定は、

河川にその計画の対象となる降雨が降った際の氾濫状況を表したものであり、想定

外の降雨が降った際や、内水や高潮により、区域の外でも水害が発生しうることに

も留意します。 

 

１）想定水害  

○浸水想定の諸元は次のとおりです。 

河川名 浸水想定区域指定年月日  想定(確率) 想定雨量 

葛川 
令和元年 12 月 20 日 

神奈川県告示 303 号 

計画規模 50 年に１回 
1 時間最大雨量 

94mm 

想定最大規模 1,000年に1回 
1 時間最大雨量 

152mm 

中村川 
令和元年 12 月 20 日 

神奈川県告示 305 号 

計画規模 50 年に１回 
1 時間最大雨量 

94mm 

想定最大規模 1,000年に1回 
1 時間最大雨量 

159mm 

 

 

 

 

 

 



                                  風水害等被害対策編   

 風-2

 

２）想定結果  

○町では、県が策定した浸水想定区域図等を基に、「二宮町ハザードマップ」を令和

3 年 10 月に作成しました。 

○二宮町洪水ハザードマップでは、葛川・中村川の氾濫により、浸水が予測される

区域は、河川沿いが主となりますが、地形の高低差の影響で河川から離れた市街

地部にも拡大することが予想されます。 

また、大雨により、急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流氾濫区域などにおい

ても土砂災害の危険性が高まることが想定されます。 
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■二宮町ハザードマップ 
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（２）火山災害  

１）富士山  

○富士山火山防災協議会では、富士山が噴火した場合の降灰の影響範囲を予測して

おり、二宮町には 10～30cm 降灰が堆積するとされています。なお、木造家屋では

屋根に 30cm 以上の火山灰が積もると、屋根が抜けたり建物が倒壊することもある

と言われています。 

○気象庁では、富士山の噴火警戒レベルを「１(活火山であることに留意)」(令和元

年 10 月 1 日現在)としており、気象庁等において監視・観測が行われています。 

○富士山の最後の噴火(宝永噴火)は、1707 年 12 月 16 日と記録されており、既に 300

年以上経過しています。なお宝永噴火は、宝永東海･南海地震発生から 49 日後に

始まったものであり、地震が引き金となって火山噴火がおきたとものと考えられ

ています。ただし、いくら地震によって火山が刺激を受けたとしても、噴火にま

で至るためには火山自身の準備が相当整っている必要があることから、例えば次

の南海トラフ地震が近い将来起きたとしても、それに続いて必ず噴火が起きると

いうわけではありません。 

 
■富士山火山防災マップ(出典:富士山火山防災協議会) 
 注）上図はすべての季節を重ねて描いているため、実際の降灰範囲は異なる場合がある。 

二宮町 
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２）箱根山  

○箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。 

○箱根火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により 12～13 世紀頃に 3 回ほど小

規模な水蒸気爆発があったことが最近の研究で明らかになっています。その他、火山災

害としては大涌谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の 4 つの噴気地帯では噴気活動が継続し

ています。大涌谷と湯ノ花沢では過去に火山ガスによる事故で死者が出ています。 

○気象庁では、箱根山の噴火警戒レベルは「1(活火山であることに留意)」(令和元年 10

月 1 日現在)としており、気象庁、県温泉地学研究所等において監視・観測が行われてい

ます。最近では平成 31 年４月下旬頃から火山性地震がやや増加し、５月中旬に急増した

ことを受け、５月 19 日に噴火警戒レベルが２（火口周辺規制）に引き上げられましたが、

その後火山性地震は減少し、９月以降、５月の地震活発化前の状態になり、10 月７日に

はレベル１に引き下げられています。 
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（３）その他の災害  

○以下に、本計画にて取り扱うその他の災害の概要と二宮町での被害想定を整理します。 

 

■その他の災害とその概要等 

種 類 災害の概要等 

雪 害 

○大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立等の災害 

○町でも大雪等が発生した場合、道路交通のマヒ、路面凍結による

交通事故などが発生する可能性があります 

船舶災害 

○船舶の衝突･乗揚･転覆･火災･爆発･浸水･機関故障等の海難の発生

による多数の遭難者、行方不明者、死傷者等の発生といった災害 

○町でも二宮漁港沖等で船舶事故などが発生する可能性はあります 

油流出等海上災害 

○船舶等の事故により、大量の積載油等の流出等が発生し、または

発生するおそれがある災害 

○町でも二宮漁港沖等で船舶事故などが発生する可能性はあります 

航空災害 

○航空運送事業者の運航する航空機、米軍機及び自衛隊機の墜落等

の大規模な航空事故による多数の死傷者等の発生といった災害 

○町に飛行場は存在せず、また国土交通省が示す航空路上にも位置

しませんが、航空事故が発生する可能性はあります 

鉄道災害 

○鉄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

災害 

○町においては、東海道線・東海道新幹線での列車衝突等の事故が

発生する可能性があります 

道路災害 

○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災害 

○町においては、葛川等を渡河する橋りょう等や一色地区等の道路

法面で事故が発生する可能性があります。 

危険物等災害 

○危険物、高圧ガス及び都市ガスの火災、爆発、漏えい･流出、毒物･

劇物の飛散、漏えい･流出、火薬類の火災、爆発による多数の死傷

者等の発生といった災害 

○町においては、危険物貯蔵所や取扱所等において事故が発生する

可能性があります 

大規模火災 

○広範囲にわたる火災あるいは不特定多数の者が出入りする施設等

における火災によって、多数の死傷者等が発生するといった火災 

○町においては、木造建物比率が約７割であることから、広範囲に

わたる火災発生の可能性があります 

林野火災 

○発生場所の地形的条件等から消火活動が著しく困難な火災 

○町においては、傾斜地山林が点在していることから、林野火災発

生の可能性はあります 
注)原子力災害について 

・二宮町は、原子力災害における地域防災計画策定の基準としている原子力災害対策重点区域に入っていない

ことから、この計画においては位置づけておりません。 

・なお、原子力災害については、防災対策を含めて内閣府等の国の所管となっており、原子力基本法をはじめ

とする原子力関係法令により、国、関係事業者等において対策が講じられることとなってます。 

・ただし、放射性物質による災害の特殊性を考慮し、不測の事態が生じた場合には、国・県・隣接市町村と連

携し、円滑な対策活動の実施が図られるよう努めるとともに、町民への情報伝達、救助･救急及び医療救護、

避難対策などの活動については、本計画に準じ対応するものとします。 
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第２章 災害に強いまちづくり 
災害対策の基本的な方策は、二宮町を風水害等の災害に強い構造とすることです。 

この計画は災害の発生に備え、町の都市計画及び公共事業等を実施するにあたり、都

市の防災化を推進し、災害時において被害を最小限に防止するために必要な事項を定め

ます。 

 

２-１.計画的な土地利用と市街地整備の推進 

（１）計画的な土地利用の推進  

○町と県は、河川整備等と連携して緑地の保全を図り、保水機能の向上を図ります。 

○町と県は、街区内に、公園やコミュニティ防災拠点の整備を図り、街区内のオープ

ンスペースの確保を図ります。 

 

（２）建築物の安全確保に向けた普及・啓発  

○町は、県と共同して、地下室の安全対策・落下物防止や浸水防止の普及啓発を行う

とともに、建築物所有(管理)者に対して、指導助言を行います。 

○町及び施設管理者は、不特定多数の者が使用する施設並びに学校及び医療機関等の

応急対策上重要な施設については、風水害に対する安全性の確保に特に配慮するも

のとします。 

 

（３）安全性に配慮した行政指導の実施  

○町は、災害の危険が予想される場所の宅地造成については、「二宮町開発指導要綱」

等に基づき、県と連携を図りながら適切に指導を行います。 

 

（４）危険を回避した土地利用  

○災害履歴や危険区域箇所などを地図化した自然災害回避(アボイド)情報を住民に提

供し、周知を図るとともに、法に基づく規制制度などを活用して、自然災害による

被害発生の危険を回避した土地利用を促進します。 

 

（５）下水道施設の整備  

○町と県は、排水施設の整備、マンホール等の浮上・飛散防止等の対策を推進します。 

 



                                  風水害等被害対策編   

 風-8

２-２.治山・造林 

（１）治山工事の計画的な推進  

○県は、山地災害の危険性の高い保安林指定地から計画的に治山工事を進めます。 

 

（２）森林の機能の維持・向上  

○県は、森林をそれぞれの目的に応じた保安林に指定し、施業の制限を行うとともに、

森林の状況が悪化している保安林の整備を進めます。 

○県は、健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた造林、適切な保育間伐を推

進するとともに、複層林や混交林など災害に強い多彩な森林づくりを進めます。 
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２-３.治水対策 

（１）河川改修、下水道・治水施設等の整備  

○町内の主要河川等の改修は、かなり進んでいますが、市街化の拡大で中小河川は豪

雨時には流域内の雨水が円滑に流下できないため、所々で浸水被害が発生していま

す。今後の河川改修は、河川管理者と連携し、緊急性を勘案して、下水道施設や雨

水流出抑制施設の施策と合わせて総合的な治水対策を推進します。 

○水害対策は、河川や下水道などの治水施設整備の促進が基本ですが、その他に流域

から河川や下水道に流出する雨水の量を抑制する工夫も重要な対策です。 

 町では、この対策として、開発行為の調整池など雨水流出抑制施設の設置を進める

とともに、貯留した雨水を災害時の消火用水や生活用水として活用することを検討

します。 

 

■雨水流出抑制施設の設置 

抑制対策の方法 

【貯留方式】 

・敷地の周囲を囲む、屋上の利用、貯留槽の設置等で、雨水を一時貯留

してゆっくり流出させる方法。 

【浸透方式】 

・雨水浸透ますや浸透管、透水性舗装等、雨水を地下に浸透させる方法。 

対象施設 

【道 路】 

・総合的な治水対策の一環として、町道に雨水の流出を抑制する施設を

整備し、水害防止を図るもの。 

【公共施設用地】 

・雨水流出を抑制する施設を整備し、水害防止を図るもの。 

【調整池】 

・開発で地域内に雨水の流出を抑制する施設として、水害防止を図るも

の。 

 

（２）浸水想定区域における避難の確保  

○洪水ハザードマップを活用し、浸水の危険性を周知徹底するとともに、災害発生時

にすみやかに避難するよう、あらかじめ啓発に努めます。 

○水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等の盛土構造物が浸水の拡大を

抑制する効用があると認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を

受けつつ、浸水被害軽減地区に指定することができます。 
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２-４.高潮対策 

（１）予報受伝達体制の整備  

○休日、夜間でも迅速な受伝達が可能な組織体制を確立します。 

○避難指示等を迅速確実に実施するため、防災行政用無線の同報系や移動系子局の整

備を推進します。 

 

（２）海面監視、情報連絡体制の確立  

○沿岸地域では、町・防災関係機関・自主防災組織等が、相互協調して役割分担を定

めて、高潮注意報が発表されたときは、直ちに海面監視を行い、異常発見と情報連

絡に努めるよう、体制の確立を図ります。 
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２-５.水害予防施設の維持補修 

（１）農業用施設等の整備・改修  

○町と県は、脆弱化した水路等の農業用施設の改修工事を計画的に推進します。 

○町と県は、流域の宅地化等により、農業用水路の能力を超える雨水の流入が生じる

地域において、排水整備工事を計画的に実施します。 

○町と県は、河川内の農業用工作物の構造が不十分な施設について整備補強工事を計

画的に実施します。 

 

（２）農地保全施設等の整備・維持補修  

○町と県は、急傾斜地帯の農地の降雨等による被災防止のため、排水路、農道等の農

地保全施設の整備工事を計画的に実施します。 

 

（３）農業用施設、漁港施設、林業施設の整備・維持補修  

○町と県は、農道、漁港、海岸、治山の各施設について機能の保持、または向上のた

めの維持補修を行います。 

 

（４）河川管理施設の整備・維持補修  

○町と県は、河川管理施設の施設点検を行い、必要な箇所については維持補修を行い

ます。 
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２-６.土砂災害対策 

（１）土砂災害警戒区域等の災害防止  

○県は、土砂災害のおそれのある区域を把握し、町長に意見を聴いて、土砂災害警戒

区域を指定します。さらに、土砂災害により著しい危害が生じるおそれのある区域

を土砂災害特別警戒区域に指定することにより、住宅等の新規立地の許可制の導入、

建築物の構造規制等の安全対策を行います。 

○町は、土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を周知

するため、「二宮町ハザードマップ」等を作成します。 

○県及び横浜地方気象台は、過去の土砂災害の状況等を踏まえ、土砂災害警戒情報等

の精度向上を図ります。 

○町は、土砂災害警戒区域における警戒・避難対策として、土砂災害警戒情報等を用

いた高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保（以下「避難指示等」という。）等の発

令基準及び発令対象地区の設定とともに、避難地区の指定避難経路の設定、避難所

の指定に努めます。また、警戒区域に居住する地域住民や要配慮者利用施設の関係

者等に対する周知徹底に努めます。 

○町は、土砂災害のおそれがある箇所の把握に努め、必要に応じて点検・パトロール

等を行います。 

 

（２）急傾斜地崩壊危険区域の災害防止  

○急傾斜地や、これらに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害が

生じるおそれのある区域については、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律(昭和 44 年法律第 57 号)」第 3 条第 1 項に基づき県知事が町長の意見を聴いて｢急

傾斜地崩壊危険区域｣として指定し、県が事業主体となり急傾斜地崩壊防止工事を実

施するとともに切土や立木の伐採等の有害行為を制限します。 

 

（３）山地の災害防止  

○県は、森林の有する公益的機能の維持増進を通じて、山地災害から県民の生命や財

産を守り、水源かん養等を図るため、保安林指定地の治山事業を計画的に進めます。 
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２-７.火山の災害防止 

（１）火山被害に強いまちづくり  

○「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針(平成 20 年 3 月)」を参照し、火山被害

に関する防災教育を実施するとともに、平常時等の体制(協議会等の設置)や噴火時

等の異常発生時の体制(合同対策本部等の設置)、避難計画の策定など、火山被害対

策についての検討に取り組んでいきます。 

 

（２）伝達体制等の整備  

○避難指示等を迅速確実に実施するため、防災行政用無線の同報系や移動局の整備の

促進、休日・夜間でも迅速な受伝達が可能な組織体制を確立します。 

 

（３）避難対策  

○噴火時等における適切な避難対策を実施するため、降灰予測等を勘案し、地震・風

水害対策を踏まえ、誘導標識等の整備の必要性について検討していきます。 

○消防職・団員、警察官、町職員など防災対応や避難誘導にあたる者の危険を回避す

るため、防災対応や避難誘導に係る行動ルールの作成や周知に努めます。 
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２-８.ライフラインの安全対策 

（１）上水道施設  

○二宮町の上水道は、県企業庁が給水していますが、県企業庁は、上水道施設の安全

性向上のため、浄水場、配水池などの主要水道施設及び管路の耐震化を進めるとと

もに、関係事業者間の連携、応援協力体制の整備などを行っています。 

○町では、緊急遮断弁付飲料水兼用耐震性貯水槽(100m3級)を２ヶ所設置しています。 

 

（２）下水道施設  

○下水道管は、二宮町が設置・管理、ポンプ場・処理施設は、県流域下水道整備事務

所が設置し、(公財)神奈川県下水道公社が管理しており、被害を受けた場合に備え、

関係機関、協力団体からの人員派遣、機材の調達等の応援体制を確立します。 

 

（３）電気施設  

○東京電力パワーグリット㈱では、災害に強い電力設備づくりとして、送電系統の二

重三重のネットワーク化を進めています。事業者は、共同溝の整備等、一層の防災

性の向上に取り組みます。 

また、被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元化・分散化、

管路の多重化等を進めるとともに、被害情報の収集体制と町災害対策本部への情報

連絡体制と応急対策の広報体制確立、復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の

整備等を進めます。 

○県では、災害時に電気を供給することができる太陽光発電設備などの導入や、電気

自動車・燃料電池自動車などの分散型電源の普及促進を図っています。 

 

（４）ガス施設  

○小田原ガス㈱では、「ガス施設の点検」「ガス導管網の地域ブロック化計画」により、

被害を最小限にとどめ、早期復旧を可能とする各種整備・点検を進めます。 

○ＬＰガス(液化石油ガス)事業者では、ＬＰガス消費者等の施設に、ガス放出防止器

等の地震対策設備を設置することにより、ＬＰガスによる２次被害の防止を図ると

ともに、早期復旧を可能とする各種整備・点検を進めます。 
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（５）電話・通信  

○通信サービス事業者は、建物や無線鉄塔等の耐久化、中継ケーブルの複数ルート分

散、災害対策機器類の配備等を行っています。 

また、輻輳対策として、東日本電信電話㈱は「災害用伝言ダイヤル(171)」、「災害用

伝言板(web171)」を、携帯電話事業者は「災害用伝言板」を運用することとしてい

ます。 

○町では、ファクシミリ、インターネット、災害時優先電話、専用回線等の通信手段

の整備・拡充を図るとともに、広域避難所への災害時優先電話の設置を検討します。 

また庁舎内電話交換システムの耐震化、２重化、ループ化で災害時の信頼性向上と、

住民からの問い合わせ電話の殺到による回線の輻輳を避け、災害時優先電話を確保

する方策を検討整備します。 
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第３章 災害時応急活動事前対策の充実 
風水害等については、発災直前・直後の応急対策活動を適切に実施することが、二次

災害等による被害の拡大を軽減、防止するための鍵といえます。 

この計画は、風水害等発生時に住民及び防災関係機関が速やかに応急対策活動を講じ

られるよう、平常時に実施すべき事前対策を定めます。 

 

３-１.災害時情報の収集・提供体制の拡充 

（１）災害情報受伝達体制の充実  

○住民等への確実な情報伝達のため、防災行政無線、全国瞬時警報システム(J-ALERT)

及びＬアラート(災害情報共有システム)の着実な運用に努めます。また、支援情報

は、要配慮者等にも配慮した提供方法とするよう努めながら、収集した情報を有効

活用できるような体制整備を図ります。 

○指定避難所等の防災拠点への情報提供は、防災行政無線の双方向通信により、また、

不特定多数の人が情報を得やすいインターネットや防災メール等の活用を図ります。 

○町と防災関係機関は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関す

るシステムや資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や

実践的な訓練を継続的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。 

○県は、災害時の情報収集、伝達体制を充実するため、現状システムの課題や通信シ

ステムに関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討

を進めています。また、「災害情報管理システム」の再整備により、情報収集能力及

び関係機関との情報共有の機能の強化、情報提供のさらなる推進に取り組んでいま

す。 

 

（２）被災者支援に関する体制整備等  

○罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被災

者の住所や家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システム導入や体制整備の

検討を行います。 

○ＮＴＴ東日本が運用する災害用伝言ダイヤル「171」等や携帯電話事業者等の電気通

信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知を図ります。 

○町と県は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できる

よう、被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の地方自治体が共有する仕組みの

運用を図るとともに、災害や生活情報を伝達できるよう、体制の整備に努めます。 
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（３）報道機関との協力体制の確立  

○報道機関等の協力のもと、発災時における災害報道の拡充を図ることで、被災者に

対して必要な情報を提供できるような体制の確立を図ります。 

 

（４）災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保  

○防災関係団体と連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体制を確保します。 
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３-２.災害対策本部等組織体制の拡充 

（１）組織体制の充実等  

○町と防災関係機関は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策に即応できるよう、

災害対策本部の充実等、防災組織体制の充実を図ります。 

○あらゆる場面を想定した災害対策本部の設置運用訓練、職員の参集訓練等を重ね、

非常時の業務が円滑に実施できるよう努めるとともに、県災害対策本部や各種防災

関係機関との連携を一層高めます。 

○県や国との連絡体制の拡充を図るとともに、被害の実態や被災後の時間経過に伴う

対策に即応できるよう、災害対策本部等防災組織と連絡体制の充実を図ります。 

 

（２）災害対策本部の強化・機能代替性の確保  

○防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保に努めると

ともに、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発電が可能となるような燃料

の備蓄等に努めます。また、通信途絶時に備えた非常用通信手段の確保に努めます。 

○災害対策本部室(役場庁舎内)が被災した場合を想定して、消防本部防災対策室を機

能代替施設とし、施設・設備の充実強化を図ります。 

 

（３）業務継続体制の確保  

○県、町及び防災関係機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の

充実及び災害に対する安全性の確保に努めるとともに、自家発電設備等の整備を図

り、十分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努めます。また、通信途

絶時に備えた衛星携帯電話の整備などの非常用通信手段の確保に努めます。 

○町職員に対する防災教育や「職員初動指針」の点検を行うとともに、「二宮町業務継

続計画(ＢＣＰ)」の策定により、業務継続体制の確保を図ります。 

○発災後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用等による人材確保に努

めます。 
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３-３.救助・救急、消火活動体制の拡充 

（１）消防力の強化  

○消防本部・消防署は、救助・救急・消火活動の中核として、機能が発揮できるよう

消防力確保のため、資機材や消防ポンプ車等消防装備の拡充に努めるとともに、大

規模災害等に備え、周辺市町との連携強化を図ります。 

○消防本部は、大規模災害等発生時の対応として、消防などの広域的な応援や他の自

治体からの応援を、迅速かつ効率的に受け入れられるよう、災害時広域受援計画を

策定するとともに、緊急消防援助隊との連携を図るなど広域応援体制を確立し、広

域的な火災防ぎょ活動と住民救出活動の適切で効果的な実施を図るため、消防計画

の改定や、出火・延焼拡大予防のため初期消火等の指導の徹底、消防職・団員の教

育訓練の充実、消防力の整備強化と消防水利耐震性向上など整備を図ります。 

 

（２）救護活動用設備等の整備  

○消防本部は、消防力の充実強化のため、高規格救急車等消防用施設・設備の整備を

進めるとともに、県及び町、医師会(中郡医師会二宮班・平塚歯科医師会二宮地区)・

平塚中郡薬剤師会二宮地区など関係機関と連携し、災害時にも対応できる体制とし

ます。 

また、県が導入する災害時の救助や重傷者搬送用にドクターヘリを有効活用し、救

助・救急の機動性を高めます。 

○消防本部は、風水害等発生時に予想される建物倒壊等による救出活動のため、救助

資機材を計画的に整備し、風水害等を想定した救助訓練に努めます。 
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（３）応急医療体制の整備  

○緊急事態発生時の対応を医師会と連携し、町長は、大災害時に医師会に直ちに出動

要請を行い、町と医師会医療救護班が直ちに対応できる体制を整備するとともに、

町内在住医師の協力による夜間・休日における対応体制の構築を図ります。 

○「医療救護班の編成」「医療救護班の配備」を明確にした初動医療体制を構築すると

ともに、災害発生時は、生涯学習センター(ラディアン)に、中央応急救護所を開設

し、医師会の協力で医療にあたります。 

○中央応急救護所で手当を受けた傷病者のうち、重傷者は、医師会の協力のもとに、

東海大学大磯病院を後方収容施設(２次医療機関)に指定し、連絡体制や傷病者の搬

送体制の整備を図るとともに、更なる後方収容施設の確保に努めます。 

なお、この体制は、専用回線等の整備や傷病者のヘリコプターでの搬送等を関係機

関と協議して、災害時マニュアルや協定締結の整備を促進します。 

○医療救護班が使用する医薬品や医療資器材は、医師会、薬剤師会等の協力を得て確

保するとともに、生涯学習センター(ラディアン)と東海大学大磯病院に備蓄してお

きます。なお、不足する医薬品と医療資器材等は、業者の協力で入手できるよう、

予め協定を締結するようにします。 

 

（４）自主防災体制の整備  

○「一人の犠牲者も出さない」ためには、町民と町防災関係機関が一体となり、防災

体制を構築することが必要です。そのため、町はパンフレット・広報紙・防災行事

等のあらゆる機会をとらえ、地区を主体として住民の自主的な防災組織の育成を進

めるとともに、「二宮町自主防災組織活動マニュアル作成手引き」を作成しています。 

○地区毎に自主防災組織の育成を行い、防災力の強化を図ります。 

○自主防災組織は、防災訓練を自主的に計画し、個別訓練を積み上げることで、組織

訓練の充実を図るとともに、町総合防災訓練に参加し災害時対応に備えます。 
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３-４.警備・救助対策 

（１）災害時の対応と任務  

○大磯警察署を含む県警察は、大規模災害等が発生した場合、警備体制を早期に確立

し、県警察の総力を挙げて人命の安全を第一とした迅速・的確な災害応急対策を実

施することにより、町民の生命・身体及び財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪

の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治安の安全を期し

ます。 

 

（２）救出救助用資機材運搬の整備  

○大磯警察署を含む県警察は、大規模災害等発生時における迅速・的確な人命救助を

実施するため、情報収集用資機材、救出救助用資機材等必要な装備資機材の整備を

進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲料水、燃料、電池、その他の災害警備

用物資の備蓄及び調達体制の整備を図ります。 

 

（３）警備体制の充実  

○大磯警察署を含む県警察は、大規模災害等発生時における犯罪、事故等を防止し、

社会秩序の維持を図るため、警備体制の拡充に努めます。 
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３-５.避難対策 

（１）避難指示等の発令基準の作成  

○「避難情報に関するガイドライン」を参考に、災害時に適切な避難指示等を実施す

るため、関係機関からの情報や自ら収集する情報等をもとに、避難指示等の発令の

判断基準等について、できる限り客観的な数値により整理した「避難指示等の判断・

伝達マニュアル」を整備するよう努めます。 

○堤防の決壊や急傾斜地の崩壊等の災害の発生を把握した場合、可能な範囲で「緊急

安全確保」を発令し、命を守る行動を促します。 

○避難指示等の発令の際には、避難場所を開設していることが望ましいですが、避難

のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指

示等を発令するものとします。また、そのような事態が生じ得ることを住民にも周

知します。 

 

■警戒レベルととるべき行動 

警戒レベル 情報 とるべき行動 

警戒レベル 5 

緊急安全確保 

・大雨特別警報(浸水害) 

・氾濫発生情報(土砂災害) 

・災害が発生又は切迫していることを示す

警戒レベル５に相当します。 

・何らかの災害がすでに発生している可能

性が極めて高い状況となっています。命

の危険が迫っているため直ちに身の安全

を確保してください。 

警戒レベル 4 

避難指示 

・土砂災害警戒情報 

・洪水警報(非常に危険) 

・高潮警報 

・危険な場所からの避難が必要とされる警

戒レベル４に相当します。 

・災害が想定されている区域等では、自治

体からの避難指示の発令に留意するとと

もに、避難指示が発令されていなくても

キキクル（危険度分布）や河川の水位情

報等を用いて自ら避難の判断をしてくだ

さい。 

警戒レベル 3 

高齢者等避難 

・大雨警報(土砂災害) 

・大雨警報(浸水害) 

・洪水警報 

・高齢者等は危険な場所からの避難が必要

とされる警戒レベル３に相当します。 

・災害が想定されている区域等では、自治

体からの高齢者等避難の発令に留意する

とともに、高齢者等以外の方もキキクル

（危険度分布）や河川の水位情報等を用

いて避難の準備をしたり自ら避難の判断

をしたりしてください。 

警戒レベル 2 

注意報(気象庁) 

・洪水注意報 

・大雨注意報 

・高潮注意報 

※警報に切り替える可能

性が高い場合はレベル3

相当 

・避難行動の確認が必要とされる警戒レベ

ル２です。 

・ハザードマップ等により、災害が想定さ

れている区域や避難先、避難経路を確認

してください。 

警戒レベル 1 

早期注意情報 

（気象庁） 

・早期注意情報 

（数十年に一度の大型台

風） 

・災害への心構えを高める必要があること

を示す警戒レベル１です。 

・最新の防災気象情報等に留意するなど、

災害への心構えを高めてください 
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（２）指定緊急避難場所及び指定避難所の確保及び整備  

○災害種別に応じた指定緊急避難場所及び指定避難所(福祉避難所を含む)を指定し、

日頃から住民等への周知徹底に努めます。 

○災害等で被災し生活ができなくなった方が一時的に生活をすることができ、災害対

策本部からの情報等を得られる指定避難所については、デジタル化による双方向通

信可能な町内の公共施設に開設します。 

○災害等でその地域の住民が一時的に避難をする指定緊急避難場所として、災害種別

に応じ、町内に延べ 13 ヶ所を指定していますが、新たに指定する場合は、協定等の

締結により、施設管理者との役割分担の明確化を図ります。 

○指定されている施設の管理者は、当該施設のバリアフリー化に努めます。 

○新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、災害時に指定避難所の開

設状況や混雑状況等を周知することも想定し，ホームページやアプリケーション等

の多様な手段の整備に努めます。 

 

（３）避難計画の策定  

○「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難支援等関係

者と連携した、避難行動要支援者に対する具体的な避難方法等についての個別計画

の策定に努めます。 

○社会福祉施設等の管理者等は、それぞれの施設の設置目的を踏まえた施設ごとの規

定（介護保険法等）や災害に対応するための災害ごとの規定（水防法等）に基づき、

利用者の避難確保計画を含む非常災害対策計画等の作成や避難訓練を実施し、町は

その支援に努めます。 

○災害時に安全かつ迅速に避難誘導が行えるよう、自主防災組織による避難計画の策

定について必要な助言や指導を行います。 

○自主防災組織は、災害時にがけ崩れや、家屋倒壊等で遮断されたりする場合を考慮

し、あらかじめ複数の避難経路を定めておきます。 

 

（４）避難訓練の実施  

○総合防災訓練等を通じて、自主防災組織と協力して指定緊急避難場所への住民参加

の避難訓練や避難所運営訓練を行います。 

○新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応

に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施します。 



                                  風水害等被害対策編   

 風-24

 

（５）避難所の運営管理  

○町は、「指定避難所・指定緊急避難所運営マニュアル」の作成及び「中央応急救護所

運営マニュアル」「福祉避難所運営マニュアル」による避難所運営を行うとともに、

男女のニーズの違いや要配慮者等の多様な視点などに十分配慮するほか、自主防災

組織等地域住民の代表や施設管理者、県とも連携し、避難所の円滑な運営管理を行

います。 

○県の避難所マニュアル策定指針などを参考に、被災者が安心して避難所で避難生活

が送れるよう、適切な指定避難所の指定の促進と周知の徹底、避難所の生活環境の

整備など、必要な対策に努めます。 

○避難所での生活環境を常に良好なものとするため、要配慮者へのケア、性的マイノリ

ティの方への配慮、避難者のプライバシーの確保、ペット同行避難のルール作成、男

女のニーズの違いや要配慮者等の多様な視点が反映できるようにするなど、避難所の

運営には十分配慮する必要があります。 

○災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災

者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されな

い」意識の普及、徹底を図ります。 

○新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレ

イアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めま

す。 

 

（６）避難所外避難者への対策  

○関係省庁等と連携し、県避難所マニュアル策定指針などを参考に、在宅での避難や

車中泊など、様々な事情から避難所以外で避難生活を送る被災者の把握方法や、物

資等の供給、健康確保などの方策について、地域の実情に応じて、検討に努めます。 

 

（７）住民への周知  

○災害時に安全かつ迅速に避難が行えるよう、地域内の指定緊急避難場所、避難経路、

避難指示方法について、あらかじめ住民に周知するとともに、早期の自主避難の重

要性について説明するよう努めます。また、二次被害防止のため、避難する際のブ

レーカーの遮断、ガスの閉塞が確実に実施されるよう、日頃から啓発するとともに、

電気復旧の通電の際には地域における周知に努めます。 
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○指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は，日本産業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用するとともに、避難場所標識の見方に関する周知に努めま

す。 

○町は県と連携し、住民や施設管理者等が、自ら避難情報や警戒レベル相当情報など

から判断し、適切に避難行動がとれるよう、想定される災害毎に、避難場所や確認

すべき防災情報などを記載した「災害・避難カード」や「マイ・タイムライン」な

どの作成の促進に努めます。 

 

（８）避難訓練  

○指定緊急避難場所への住民参加の避難訓練を実施し、発災時における混乱防止を図

ります。 

 

（９）応急仮設住宅等  

○従来のプレハブ型の応急仮設住宅のほかに、地元の工務店等を活用した新たな工法

や供給体制についても検討します。 

○災害時における被災者の住居として利用可能な公営住宅や民間賃貸住宅などの空室

情報の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできるよう、あらかじめ関係団体とも

調整のうえ体制を整備します。 

○災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書

の交付の担当部局を定め、住家被害の調査担当者の育成、他の地方公共団体や民間

団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災

証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めます。 

 

（１０）広域避難  

○県及び町は、大規模災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、発災時の具体的な

避難・受入れ方法等を検討します。 

○町は、避難場所を指定する際に合わせて広域避難の用にも供することについて定め

るなど、他の市町村からの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決

定しておくよう努めます。 

 

（１１）ペット対策  

○町は、家庭動物の保護及び避難所等の保健衛生面等を考慮しつつ、避難時及び避難

所等におけるペット同行避難のルール等について、ハザードマップと合わせた情報

周知に努めます。 
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３-６.帰宅困難者対策 

（１）一斉帰宅抑制の周知  

○平常時から「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知を図ります。 

○町は、町内の企業・学校等に対して、従業員・生徒等のほか、訪問者・利用者等に

ついて、一斉帰宅の抑制及び一時収容を図るよう要請します。 

○町は関係機関と協力し、日頃から「災害用伝言ダイヤル(171)）」や「災害用伝言板

(web171)」、携帯電話事業者の「災害用伝言板」等による安否確認手段について周知

を図ります。 

 

（２）避難対策  

○町は、帰宅困難者が一時的に滞在する避難場所の確保について検討するとともに、

鉄道事業者・警察・事業所等と協力し、帰宅困難者の誘導体制を構築します。 

また、帰宅困難者への交通情報伝達やバス等の代替輸送等の対策を、県・関係機関

と協議します。 

○町は、発災時における交通情報や駅周辺及び避難場所の混雑情報等の収集、また、

正確な情報提供に必要な体制を検討します。 
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３-７.要配慮者等に対する対策 

（１）避難行動要支援者の支援対策の確立  

○災害発生時の高齢者、障がい者、妊産婦、難病患者、人工透析患者、児童、乳幼児

等の避難行動要支援者（要配慮者）の一時的保護やケアを行うため、所在確認を行

うなど緊密な連絡体制を確立するとともに、民生委員や町内関係団体や自主防災組

織と連携し円滑な情報伝達や救護体制を図るための計画を策定し、医療・保健福祉

情報等の情報提供システムの整備とともに、迅速で的確な対応を行うための防災組

織の強化に努めます。 

■避難行動要支援者に対する支援対策 

災害に備えた 

事前対策 

ア 高齢者、障がい者、児童等の要配慮者の所在情報等の把握 

イ 所在情報の管理 

ウ 災害時の救出、避難誘導、安否確認の体制 

エ 情報伝達網の整備 

オ 障がい者、人工透析患者等の要配慮者の医療体制の確保 

カ 自主防災組織、地区長、民生委員等の相互連携 

キ 避難訓練や防災教育の実施と町民等の意識啓発 

ク 社会福祉施設の要配慮者の受け入れ体制 

ケ 高齢者、障がい者等の要配慮者に配慮した避難所等での食料品、生活

必需品、防災資機材の備蓄・整備 

コ 児童、高齢者、障がい者の要配慮者のメンタルケア体制 

災害発生直後 

の対応 

ア 高齢者、障がい者等の要配慮者の救出、避難誘導等応急活動 

イ 災害発生時の安否確認 

ウ 避難所での応急活動 

エ 社会福祉施設での応急活動 

オ 高齢者、障がい者等の要配慮者の応急活動 

カ 民生委員等の巡回体制 

キ ボランティア活動の環境整備 

災害発生後 

の対応 

ア 避難所での要援護の高齢者、障がい者等の要配慮者への支援 

イ 在宅高齢者、障がい者等の要配慮者への対応 

ウ 応急仮設住宅や公共施設等の入居 

エ 生活物資の供給 

オ 応急仮設住宅入居者に対する地域での支援体制整備 

カ 中長期的なメンタルケアの実施 
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（２）避難行動要支援者名簿の作成及び利用  

○避難行動要支援者名簿の作成及び利用については、「緊急時医療情報シート（避難行

動要支援者）登録に関する要綱」に基づくものとします。 

○名簿の更新等は要配慮者の支援対策に支障をきたすことのないよう、名簿への登録

を促すとともに、定期的な名簿の更新作業を行います。 

○平常時においては、要配慮者本人の同意により作成した名簿について、適切かつ厳

重に管理するとともに、避難行動要支援者の避難支援の目的のみに活用すると誓約

した地区長（自主防災組織）や町関係各課に提供し、支援体制の連携強化を推進す

るとともに、各自主防災組織において独自に作成している避難行動要支援者名簿の

更新の一助とします。また、これら情報提供システムを定着させることで、地域に

おける要配慮者等の日頃からの見守りを強化し、災害時に備えるものとします。 

○災害時においては、必要に応じて防災関係機関等に名簿を提供し、安全の保てる範

囲での避難支援等の実施について協力を依頼します。 

 

（３）避難情報等の周知  

○町は、防災行政無線や登録制メール配信のほか広報車による情報伝達に加え、緊急

速報メール、ツイッター及び電話・ＦＡＸによる災害時緊急情報配信サービス等を

使用し、避難行動要支援者が円滑に避難できるよう、情報伝達を行うとともに、各

自主防災組織の組単位で実施する要配慮者支援活動により、避難行動要支援者が円

滑に避難できるよう情報提供に努めます。 

 

（４）避難誘導、搬送等  

○避難行動要支援者の避難誘導、搬送等について、自主防災組織、近隣居住者、民生

委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、ボランティア等の協

力を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

○小学校就学前の子どもたちの安全で着実な避難のため、災害発生時における幼稚

園・保育所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制の構築に

努めます。 

○新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時か

ら、防災関係部局との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険

エリアに居住しているか確認を行うよう努めます。また、自宅療養者等の避難の確

保に向けた具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対
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し、避難の確保に向けた情報を提供するよう努めます。 

 

（５）高齢者等の避難対策  

○県と協力して、避難所で高齢者・障がい者等が安心して生活ができるよう支援体制

の整備に努めるとともに、高齢者・障がい者等の福祉避難所(防災コミュニティーセ

ンター等)として、設備・体制の整った社会福祉施設等を活用するため、あらかじめ

施設管理者と災害時の協定の充実強化を図ります。 

 

（６）生活支援  

○災害発生時に要配慮者等の生活支援を優先して行います。 

○避難所等で高齢者・障がい者等が安心して生活ができるよう体制を整備するととも

に、応急仮設住宅の設置など支援体制の整備に努め、早期に安定した生活が送れる

ように配慮します。 

 

（７）社会福祉施設等の対策  

○社会福祉施設等の管理者は、災害発生時に迅速・的確な対応を行うため、それぞれ

の施設の設置目的を踏まえた施設ごとの規定（介護保険法等）や災害に対応するた

めの災害ごとの規定（水防法等）に基づき、利用者の避難確保計画を含む非常災害

対策計画を作成するとともに、防災組織を強化し、町との緊急連絡体制の確保や自

主防災組織等との連携に努めます。 

○社会福祉施設等の管理者等は、施設の職員や利用者には、災害時の基礎的知識や対

応について、理解や関心を深めるため防災教育や避難訓練等の実施を推進します。 

 

（８）外国人の避難対策  

○県と協力して、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が、災害発生時に迅速・

的確な行動ができるよう広報を充実し、安全な避難誘導を可能にするために広域避

難場所等の災害時表示板の設置や外国人を含めた防災訓練等を計画するよう努めま

す。 

○町は、外国人のための防災対策を促進するため、外国人に対して災害に関する基礎

的な知識や災害時にとるべき行動についての広報・啓発体制の構築について検討し

ていきます。 
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３-８.飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策 

（１）飲料水、食料及び生活必需物資等の確保  

○住民の食料、生活必需品等の備蓄に努めるとともに、食料関係機関、物資販売業者

と物資調達に関する協定を締結し、全町民分の物資確保に努めます。 

また、食料、生活必需品等の備蓄に際して、要配慮者や季節性、さらに子育てや女

性に配慮した備蓄品目の検討を行い、整備を進めます。 

■飲料水、食料及び生活必需物資等の確保・供給対策 

飲
料
水
の
確
保 

給水計画 

○１人３リットル/日を基本とし、広域避難所の公共施設を主として被

災者に給水 

○飲料水供給実施期間は、災害発生の日から必要な期間 

生活用水の 

確保方法 

○県企業庁災害用指定配水池の二宮高区配水池で確保する水道水を活

用 

○飲料水兼用耐震性貯水槽(100m3級)２ヶ所からの飲料水を確保 

○鋼板プール、耐震性貯水槽等に常時貯水し、生活用水や医療用水を確

保 

町民、施設者 

の協力 

○民間施設の受水槽、高架水槽などの保有水も補完的に利用できるよう

に協力要請し、確保 

○平素から積極的に自分達で非常用飲料水を確保するよう奨励 

給水施設等 

の整備 

○給水タンク、貯水容器等を備蓄し、常に点検管理を実施 

○町備蓄品のペットボトル等で確保 

業者との 

協定締結 

○取水、送水、配給水施設をすみやかに復旧して飲料水確保のため、災

害時協定を関係機関と締結 

食
料
の
確
保 

給食計画 

○１人３食/日を基準に２日間の備蓄を行い、広域避難所を中心に被災

者へ提供 

○３日目以降は、町内業者等から調達し被災者に提供 

食料の 

確保方法 

○非常食(ｼﾁｭｰ･ｸﾗｯｶｰ)等の主要食品を備蓄し、期限切れを勘案しながら

逐次購入し保管 

○業者等からの調達 

･二宮町商工会,二宮町商店連合協同組合,協定締結店舗等に要請し調

達 

･企業、団体と協定を締結し確保するよう努める 

･県にも支援要請 

○他県等からの支援食料を被災者に供給 

町民、施設者 

の協力 
○町民や企業に、最低３日分、推奨１週間分の備蓄の奨励 

生
活
必
需
品
等
の
確
保 

供給計画 ○被災直後には、要配慮者を優先的に提供 

生活必需品 

の確保方法 

○毛布･紙おむつ･生理用品･災害用トイレ･防災シート･炊出し用の炊飯

器･鍋･釜などの生活必需品の最低必要品目数量を備蓄 

○業者からの調達 

･二宮町商工会,二宮町商店連合協同組合,(公社)神奈川県ＬＰガス協

会,協定締結店舗等に要請し調達 

･企業、団体等と協定を締結し、確保するよう努める 

･県にも支援要請 

○他県等からの支援物資を被災者に提供 

町民、施設者 

の協力 

○平素から非常持出品(救急箱･懐中電灯･ラジオ･乾電池等)を準備する

よう啓発 
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（２）要配慮者等への支援活動  

○食料・生活関連物資等の備蓄に関し、高齢者・障がい者・乳幼児等や季節性に配慮

した備蓄品目の検討を行い、備蓄を進めます。 

 

（３）物資供給体制の整備  

○食料、生活必需品等の救援物資、給水用その他の資機材等備蓄のために必要な備蓄

倉庫やコンテナ等を分散方式で備蓄できるよう計画的に整備します。 

○広域物資拠点、地域内輸送拠点の設置等により、円滑な物資の受入体制の確保に努

めます。 

○災害応急対策を実施するうえで必要な資機材を購入備蓄するほか、関係機関から調

達するとともに、町内業者の協力を得て確保します。 
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３-９.医療・救護・防疫対策 

（１）医薬品・資機材の整備  

○医療救護活動に必要な医薬品は、備蓄医薬品及び薬剤師協会との協定に基づく医薬

品等活用のほか、不足時は、県に応援要請します。 

  

（２）医療活動拠点の整備と救護体制の確立  

○医療救護活動の拠点は、生涯学習センター(ラディアン)を中央応急救護所とし、医

師会等関係団体と連携を図り、後方支援病院との連携を深め、救護の組織体制の充

実に努めます。 

また、災害時の迅速な医療救護実施のため、災害対策本部の指示に基づき、自主防

災組織との協力等、救護体制の確立を図ります。 

  

（３）情報伝達体制の整備  

○中央応急救護所に双方向機能の防災行政無線を整備し、広域避難所等の情報収集と

提供体制を確立しています。また、地域の医療機関の被災状況や診療状況の情報収

集に努め、可能な限り住民、県及びその他関係機関に広域災害救急医療情報システ

ム（ＥＭＩＳ）を活用して情報提供します。 

  

（４）応援協定  

○災害の程度に応じた救護活動を行うとともに、必要があると認めたときは、県やそ

の他関係機関に協力を要請します。 

○また県では、町から医薬品等確保の応援要請を受けたときは、「医薬品等の供給に関

する協定書」に基づいて調達するとともに、状況に応じて県立病院等が所有してい

る医薬品等を活用することになっています。 

  

（５）広域火葬体制の強化  

○神奈川県広域火葬計画に基づいて、災害時の遺体対応を進めるため、棺の調達・遺

体の搬送・火葬・埋葬等の体制を整えます。 

○また県では、広域的な協力体制をとることになっています。 

 

（６）防疫(感染症)対策  

○感染症発生時には、県知事の指示で、汚染された場所の消毒などを実施して感染防

止に努めます。また、感染症患者が発生したときに、平常時と同様の情報収集・提

供、患者の収容が円滑にできるよう、被災時の連絡体制・搬送体制を確保します。  
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３-１０.文教対策 

（１）学校における防災体制の整備  

○児童・生徒等が在校時に災害発生を想定した学校の施設・設備の安全性の確保が必

要ですが、児童・生徒等の帰宅・保護では、通学路の安全性等情報の把握とこれに

基づいた的確な判断と指導が求められるので、町教育委員会と学校は、施設等の安

全性や通学路の安全点検を行うとともに、「学校防災計画」の見直しを行い、実効性

のある避難・誘導・保護計画を定めます。 

 

（２）防災資機材等の整備  

○町は、学校が避難所として果たさなければならない役割や、学校教育活動との関係

を明確化するとともに、教育施設の被災に対応する防災資機材等の整備及び学校の

施設・設備の定期的な安全点検を行います。 

 

（３）防災教育の充実  

○町教育委員会は、災害の原因・危険性・安全な行動の仕方等を児童・生徒等に理解

させるために、防災教育の充実を図るとともに、児童・生徒等と地区自主防災組織

との関係を深めていくことに努めます。 

また、教職員の研修や応急処置の技能の習得のための講習会等を実施し、教職員の

指導力、対応力の向上を図ります。 

 

（４）応急教育の実施  

○学校は、教育施設、教員、学用品等の確保に留意し、応急教育の円滑化を図ります。 

 

（５）防災訓練  

○学校は、家庭・地域と連携した防災訓練や保育所・幼稚園等と連携した一斉の避難

訓練を推進します。 
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 風-34

 

（６）保育所等の防災対策  

○保育所・幼稚園及び放課後児童クラブ(以下「保育所等」という)は、災害時の保護

者・児童の安否情報・所在情報の確認や、保護者等による引取りまでの方法等をあ

らかじめ定めるとともに、学校と一斉の避難訓練を行うなど平常時から保護者・学

校等との連携を図ります。 

○保育所等は、災害時における児童の保護のために必要となる物品等の備蓄や電源の

確保等を図ります。 
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３-１１.緊急交通路及び緊急輸送路等の確保対策 

（１）緊急輸送道路等の安全点検及び復旧体制の整備  

○県は、市町村災害対策本部、物資受入れ港の主要路線と接続する路線を緊急輸送道

路に指定しています。 

○町は、町で位置づけた第二次緊急輸送道路を連絡する路線の、緊急輸送道路への指

定に向けた取り組みを行います。 

○災害時に迅速な災害応急工事を実施するため、建設業者との協力体制の充実強化を

図ります。 

 

（２）緊急交通路等の機能確保のための施設整備  

○大磯警察署を含む県警察は、交通監視用テレビカメラ、車両感知器等を活用し、道

路状況の正確な把握に努めるとともに、広域的な交通規制を行うための災害用信号

機、移動式の交通情報表示システム(サインカー)を導入します。また、災害時の信

号機、交通情報の収集を確保するために、自動式発電機の設置を進めます。 

 

（３）緊急通行(輸送)車両の事前届出  

○風水害等の災害が発生した場合に、町管理の公用車を緊急通行(輸送)車両として迅

速に活動させるため、県公安委員会に対し緊急通行(輸送)車両の事前届出を行いま

す。 

 

（４）ヘリポート等の整備  

○町には、県指定の臨時着陸場はありませんが、町として臨時着陸場をあらかじめ指

定するとともに、緊急医療を要する被災者の受入病院とアクセスできるなど、必要

に応じ、見直しや新たな確保に努めます。 

○災害時に実際に利用できるよう、誘導案内施設の整備を行うとともに、これらの地

図情報を、自衛隊を含め応援協定を結んでいる自治体に事前に配布しておきます。 

 

（５）燃料の確保  

○町は、大規模災害時に災害対策上重要な車両等や施設等に対する安定した石油類燃

料の供給を行うため、協定等による燃料の確保対策を進めます。 
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３-１２.ライフラインの応急復旧対策 

（１）上水道  

○応急復旧資機材の整備を進めるとともに、原水の高濁度化に備え必要な薬品貯蔵に

努めます。さらに、各水道事業者間の相互応援や工事業者との協力に関する協定を

締結していきます。 

 また、災害時には医療機関や社会福祉施設、避難所等防災上重要な建築物が配置さ

れている地域を考慮に入れた計画的な応急復旧に努めます。 

 

（２）下水道  

○災害を未然に防ぐため、保守点検を行い必要に応じて補修、または改良に努めます。

また、具体的な復旧活動のマニュアル整備を進め、国、県等との広域的な支援体制

の充実、復旧用資機材の備蓄強化を図り、災害時には早期に復旧するよう対策をさ

らに進めます。 

 

（３）電 気  

○東京電力パワーグリット㈱では、他電力会社との相互支援体制、各地の資材センタ

ー等への復旧用資機材の備蓄と輸送用車両、ヘリコプター、船舶や応急復旧用の発

電機車、移動用変圧器車等の確保、非常災害対策要員の確保等の対策を進めていま

す。 

また、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、被災地域の住民に復旧状況や

安全確認についての広報を徹底するとともに、町災害対策本部等との相互の情報連

絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進めます。 

 

（４）ガ ス  

○小田原ガス㈱では、ガス工作物の耐震性の強化、応急復旧体制の確保、導管網の地

域ブロック化、資機材の整備、日本ガス協会との連携での他のガス事業者の応援体

制確保など対策を進めています。 

○ＬＰガスは、(公社)神奈川県ＬＰガス協会が中心となって、被災地の応急復旧体制

の整備を進めています。また県では、同協会との協定に基づいて、避難所へのＬＰ

ガス応急供給体制の確保などの対策を進めています。 
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（５）通信サービス  

○ＮＴＴ東日本は、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動

電源車、移動無線車及びポータブル衛星車等の配備を行い、災害時には、避難場所

に被災者が利用する災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置に努めます。 

○㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモは、移動電源車、可搬型無線基地局装置を配備する等、

各社ともに電話・通信の輻輳時における災害時優先電話の確保と一般加入電話の利

用の制限等応急活動のための対策を進めています。 

○被災地へ向かう安否確認のための通話等が増加し、輻輳した場合は、安否等の情報

を円滑に伝達できるよう、ＮＴＴ東日本は「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用

伝言板(web171)」を、携帯電話事業者は「災害用伝言板」の運用を開始します。 

 

（６）広報体制  

○ライフラインの復旧に際し、住民への安全確認の広報を徹底するとともに、情報の

連携を密にして二次災害への予防・復旧体制の確立を図ります。 
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 風-38

３-１３.災害廃棄物等の処理対策 

（１）協力体制の構築  

○県及び町は、市町村における相互援助体制や民間事業者団体等との連携体制の検

討・見直しを行います。 

 

（２）市町村等に対する技術的支援  

○町は、災害廃棄物処理計画の策定・見直しを行うとともに、仮置場候補地の確保に

努めます。 

○県は、「神奈川県災害廃棄物等処理計画策定指針」や仮置場候補地の選定等について

の支援を行います。 

 

（３）職員の教育訓練  

○県は、県及び市町村等の職員を対象に、災害廃棄物に関する講習会や研修会を実施

します。 

○県は、市町村及び民間事業者団体等と連携して、情報伝達訓練や図上訓練を実施し

ます。 

 

（４）一般廃棄物処理施設の浸水対策等への支援  

○一般廃棄物処理施設の浸水対策等を図るとともに、施設を稼動するために必要な備

蓄資機材の確保・充実等を図ります。 
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３-１４.広域応援体制等の拡充 

（１）広域応援の受入体制等の強化  

○災害発生時の人的・物的資源確保のため、日頃から県や自衛隊、海上保安庁との連

携、近隣自治体との相互応援協定の締結と訓練の実施、建設業協会等民間関係機関

との業務協定、緊急通行(輸送)車両、医薬品、食料、生活必需物資等調達の関係機

関との協定締結等を実施します。また、全国から派遣される緊急消防援助隊、県内

から派遣される県消防広域応援隊の受援体制を確立します。なお、拠点施設の屋上

等への施設名表示(ヘリサイン)についても検討します。 

 

■広域応援活動拠点 

 場 所 住 所 電 話 

二宮町 

東京大学二宮果樹園跡地 中里 518 － 

二宮町町民センター 二宮 961 0463-71-0141 

二宮町武道館 二宮 961-25 － 

神奈川県 

県総合防災センター 厚木市下津古久 280 046-227-0001 

小田原合同庁舎 小田原市荻窪 350-1 0465-32-8000 

衛生研究所 茅ヶ崎市下町屋 1-3-1 0467-83-4400 

鎌倉三浦地域児童相談所 横須賀市日の出町 1-4-7  046-828-7050 

 

（２）情報の共有化  

○県は、県災害情報管理システムにより防災基礎情報をデータベース化しており、市

町村等の防災関係機関がデータを更新することで防災に関する基礎的な情報を共有

しています。 

○町は、広域的応援の円滑な受入れのため、ヘリコプター臨時離着陸場の確保に努め

るとともに、その情報の共有化を図ります。 

 

（３）応援機関との連携強化  

○相互応援協定に基づく他自治体からの応援活動を確保するため、応援受入体制を整

えます。また、発災時における国内、国外からのボランティアの支援申し入れが適

切に活かされるよう、県及び関係機関等と連携し、受入体制等の整備に努めます。 

○県・近隣市町や防災協定都市等の応援活動、自衛隊の災害派遣活動が円滑に行える

よう、受入体制の確立と具体的要請内容を想定した訓練を推進します。 
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 風-40

３-１５.自主防災活動の拡充強化 

（１）町民への周知  

○最低３日分、推奨１週間分の食料・飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の

備蓄、非常持出品(懐中電灯、ラジオ、紙おむつ・生理用品、常備薬・医薬品や医療

的ケア等に必要となる機器・電源等)の準備、建物の耐震補強、家具・ブロック塀等

の転倒防止等の実施、消火器、感震ブレーカーの設置、風呂への水の確保等火災予

防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり、保険・共済等の

生活再建に向けた事前の備え等、家庭での予防・安全対策・災害時行動についての

周知徹底を図ります。 

○県及び自主防災組織等と連携し、大規模災害等を想定した広域防災訓練、町域、コ

ミュニティレベルで多様な場面を想定した防災訓練を実施し、平常時から地域での

防災意識や連帯意識の高揚を図り、災害発生時の住民の役割が明確になるよう努め

ます。あわせて、防災資機材の利用方法などの習熟に努めます。 

 

（２）自主防災組織の育成  

○町民一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」ことの認識に

立って結成した自主防災組織の活動をサポートし、「自助」「共助」の体制を強化し

ていきます。 

○組織の育成は、防災指導員への日頃の指導、消防団との連携と、訓練の実施や防災

資機材の整備補助を通じて育成に努めています。 

○災害時応急活動の地域での役割を果たす自主防災組織の機能強化・充実を図ります。 

 

■自主防災組織の機能強化・拡充項目 

ア 災害時の避難誘導を円滑・安全に行うため、避難経路の事前確認に努める 

イ 地域内の高齢者・障がい者等への安否の確認、避難誘導、救助などの避難活動支援のた

め、日頃から地域でのコミュニケーションを図る 

ウ 災害時に移動式初期消火資機材(スタンドパイプ)を使用した初期消火と救出救護訓練

等行い、技術向上に努める 

エ 家庭内防災､地域内防災を積み上げ、町と自主防災組織との連携強化を図る 

オ ボランティア及びボランティアコーディネーターの養成に努める 

 

（３）消防団の機能強化  

○町は、消防団員の確保及び資機材等の整備を進め、消防団の充実強化に努めます。 

○県は、消防団員に対する教育訓練を県消防学校で実施するほか、消防団の車両・資

機材整備や訓練の充実に向けた取り組みを支援することとしています。 
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（４）企業等の防災体制の確立等  

○企業は、災害時の企業の果たす役割(施設利用者、従業員等の生命の安全確保、二次

災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生)を十分に認識し、自らの自然災

害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールとリスクファ

イナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとします。具

体的には、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画(ＢＣ

Ｐ)を策定・運用するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業

所の耐浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予測被害か

らの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライフラインの供

給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続

的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推

進に努めます。 

○社会福祉施設等の管理者等は、介護保険法等の事業法等に基づき、自然災害からの

避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとします。また、入所者の

ケアなど災害時でも業務を中断することができないことから、業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）の作成に努めます。 

 

（５）地区防災計画の作成  

○自助・共助による自発的な防災活動を促進し、地域における防災力を高めるため、

地区は地区防災計画を作成することができることから、町は、地区より地区防災計

画の計画提案があった場合には、必要に応じて、「二宮町地域防災計画」へ規定しま

す。 
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３-１６.災害救援ボランティア活動の充実強化 

（１）災害救援ボランティア受入体制の整備  

○町及び二宮町社会福祉協議会は、活動環境の整備、ボランティアニーズの把握及び

各ボランティア団体への情報提供等、災害救援ボランティアの受入体制の整備を行

います。 

○県は、発災直後、被災地におけるボランティア活動の拠点となる町災害ボランティ

アセンターの円滑な設置・運営を支援するため、災害救援ボランティアコーディネ

ーター等によって組織される先遣隊の派遣を可能とする体制整備を図ります。 

○県は、町との協力のもと、災害時にボランティアの活動拠点となる場所や必要な資

機材の確保に対する便宜の提供に努めます。 

 

（２）ネットワークづくりの推進  

○町及び二宮町社会福祉協議会は、平常時から災害救援ボランティア団体や自主防災

組織等との協働による災害救援ボランティアセンターの設置・運営の訓練の実施等

を通じて、発災を想定した連携協力体制づくりに努めます。 

○県は、災害時にボランティア団体が相互に連携して救助活動ができるよう、平時か

ら情報提供や相談などの支援を行います。 

○県は、災害時のボランティア活動が効果的に行われるようにするため、ボランティ

アニーズの的確な把握に向け、関係団体や民間機関との連携によるボランティア情

報の収集・発信システムの構築を進めます。 

○県は、福祉・医療等の専門知識を有する専門ボランティア等、様々な分野のボラン

ティアやＮＰＯ等との連携強化のためのシステム作りを進めます。 

○県は、情報通信や物資調達運搬など、企業や業界団体等が持つ資機材・ノウハウ・

ネットワークを活かした支援活動を個々のボランティア活動に結びつけるために、

事前の協定締結や既存の協定の改定等を進めます。 
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（３）人材の育成と活用  

○町及び二宮町社会福祉協議会は、災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、

平常時における登録、研修、災害時における活動の受入窓口、その活動の調整方法

等の体制整備を図ります。 

○県は、大規模な災害が発生した際に救援活動等が行えるよう、災害救援ボランティ

アの育成等を目的とした講座等に職員を派遣します。 

○県は、町と協力し、災害救援ボランティアコーディネーターとして経験や能力を持

つ人材の掘り起こしとネットワーク化に努めます。 

 

（４）マニュアルの作成等  

○町と県は、大規模な災害が発生した際に、県内外から駆けつける多くのボランティ

アを受け入れ、効果的な支援活動が展開できるよう、それぞれ社会福祉協議会等と

協働して、災害時におけるボランティアセンターの運営等に関するマニュアル(手順

書)等を作成します。 

また、ボランティア団体や社会福祉協議会等と連携した防災訓練を実施し、作成し

た災害救援ボランティア支援マニュアルの検証・見直しを行います。 
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３-１７.防災知識の普及 

（１）町民に対する普及  

○町民の適切な避難や防災活動のためのハザードマップや防災ガイドブック等をわか

りやすく作成し、住民等に配付するなど、防災知識の普及啓発に努めます。 

○避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、

正常性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切

な行動がとれるよう、普及啓発資料の作成・配付、広報紙・各種広報媒体の活用、

研修会・講演会等の開催や防災訓練を通じて、町民への防災知識の普及を図ります。 

○避難指示等が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難場所、安全な親戚・

知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、

自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確

保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難が

かえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことを周知徹底に努めます。 

○防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて，５段階の

警戒レベルにより提供すること等を通して、受け手側が情報の意味を直感的に理解

できるような取組を推進します。 

 

（２）町民への防災教育の実施  

○町や消防本部は、風水害等発生時の防災思想の普及に努めるとともに、自主防災組

織の指導者等や水防管理者等へ教育・育成を行います。 

○パンフレット、広報紙、防災行事等のあらゆる機会を通じて、住民の防災意識の高

揚を図るとともに、地区単位の自主防災組織等を育成指導し、地域防災の自主的確

立を図ります。 

○消防本部は、各家庭の防火診断等の機会に、町民に初期消火の知識と技術の普及を

図るとともに、自主防災組織の育成を指導します。また、家庭や職場での初期消火

の徹底を図るため、消火器等の取扱説明と消火訓練を実施します。 

○町教育委員会は、学校内の災害防止対策を町内全校の共通理解の上で、防災対策の

充実を図るとともに、学校防災の方針を策定して安全確保に万全を図るよう努めま

す。 

○町は、保育所入所児童・幼稚園児等には、避難行動要支援者対策という意味から、

避難訓練の実施と防災教育の徹底に努めます。 
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（３）職員・関係機関等に対する普及  

○防災教育により、平常時から災害時の役割と業務の充実を図ることが必要であるた

め、町や防災関係機関は職員に災害時の役割と行動の一層の周知徹底を図るととも

に、職員配備表等を配付するなど、災害時の参集・配備・応急活動での役割も周知

します。また、さまざまな被災場面を想定した訓練・研修などを実施するとともに、

町職員研修との連携を図りながら、防災研修、防災講演会等で防災意識の高揚に努

めます。 

 

（４）学校・社会福祉施設等での防災教育の推進  

○町教育委員会は、教職員への研修を行うなど、防災教育の推進を図ることとします。 

○社会福祉施設の管理者は、施設職員や利用者に、災害等の基礎的知識、災害時対応

の理解や関心を深めるため、防災教育の推進を図ることとします。 
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３-１８.防災訓練の実施 

○災害発生時を想定し、町・防災関係機関・自主防災組織が一体となり、通信・避難・

救助・消防・警備・ライフライン復旧・高潮対策や災害対策本部設置運用訓練等各

種訓練及び避難行動要支援者に配慮した訓練を実施し、平常時から地域での防災意

識や連帯意識の高揚を含む自主防災組織の個別訓練の積み上げで総合的に実施しま

す。 

○災害への備えの充実強化を図るため、毎年 1 月 17 日を「防災とボランティアの日」、

1 月 15～21 日までを｢防災とボランティア週間」、5 月を｢水防月間｣、9 月 1 日を「防

災の日」、11 月 5 日を「津波防災の日」と定められていることから、これらに合わせ、

各種訓練・広報活動(事務所等への啓発、ポスターでの啓発や広報紙等の配布、事前

広報(車両))等を行います。 

○大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、関係機関と連携して、実践

型の防災訓練を実施するよう努めます。 

 

（１）総合防災訓練  

○町防災関係機関と町民が一体となって、防災体制の確立と防災意識の高揚を図るこ

とを目的とした「総合防災訓練」を実施します。 

○総合防災訓練については、「人的被害の軽減(一人の犠牲者も出さない)」「町民生活・

活動の安定」に資する内容を、ＰＤＣＡサイクル※により毎年検討・実施していきま

す。 

■総合防災訓練の内容等 

訓練実施 

月日区域 
防災会議に諮り、二宮町全域で実施 

訓練参加機関 自主防災組織と関係団体、協力団体 

訓練内容 

の例 

ア 初動対応及び災害対策本部開設・運営訓練 

  (職員参集、情報伝達･収集、災害対策本部設置･運営など) 

イ 風水害・火山対策訓練 

  (避難、避難広報･警戒など) 

ウ 自主防災組織運営訓練 

  (避難、情報収集･伝達、資機材点検、他自主防災組織との連携など) 

エ 民間機関連携訓練 

  (情報収集･伝達など) 

オ 広域避難所開設運営訓練 

  (運営、情報収集･伝達、給水など) 

カ 物資輸送受け入れ訓練 

  (受入、配布など) 

                             など 
 
 

※ＰＤＣＡサイクル 

Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)の４段階を繰り返すことによって、各種活動を継続的に改善する

という考え方のこと。 
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（２）個別訓練  

○防災関係機関との連携強化と情報の共有化など災害発生時に迅速で円滑な災害応急

活動の実施と、各地域の特性で予測される被害を想定した訓練や地域防災計画の有

効性の検証など実践的な各種訓練を計画します。 

■個別訓練の概要 

情報通信訓練 
○県や防災関係機関と協調して、災害発生時の被害情報の把握や応急対策

の指示等迅速・適切に行えるよう情報通信訓練を実施 

災害対策本部 

設置運用訓練 

○災害対策本部の運営活動実施のため、本部設置、初動体制の確立、情報

収集・伝達、図上訓練等を実施するとともに、問題点を整理 

要配慮者対策 

○避難行動要支援者に配慮した防災訓練や避難訓練等を計画し、平常時か

ら地域での協調体制や連帯意識の高揚を図り、災害発生時に町民の役割

が明確になるように努める 

中央応急救護所 

訓練 

○医療救護活動が迅速・適切に行えるよう、医薬品資機材の設置、災害対

策本部・消防本部との連携、ボランティア受入れ体制等、開設時に備え

た訓練を実施 

自主防災組織 

の訓練 

○自主防災組織では、防災訓練を自主的に計画し、組織・訓練の充実を図

り、個別訓練の積み上げで防災総合訓練に参加し、災害時に備える 

【自主防災組織の主な訓練内容】 

情報収集 

伝達訓練 

地域内の被災状況、災害危険箇所の巡視結果と避難の状況

等の情報を正確･迅速に収集するとともに、その情報を防

災関係機関と共有することと、情報伝達訓練は、防災関係

機関の指示等を正確･迅速に地域内の住民に伝達 

消火訓練 

初期消火資機材（火消し君）を使用して、消火器･バケツ

等で消火するなど消火用資機材の使用方法と消火技術に

習熟 

避難訓練 

個人では、避難時の携行品や服装等の装備を見直しなど、

組織では避難誘導班を中心に、組織ぐるみで避難要領に習

熟し、避難地まで迅速･安全に避難 

救出･救護 

訓練 

はしご・ロープ・のこぎり・ジャッキ・バール等の救出用

資機材の習熟と、負傷者等の応急手当方法、搬送方法等に

習熟 

給食・給水 

訓練 

耐震性貯水槽等を活用した水の確保や食料の調達方法な

どに習熟 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  風水害等被害対策編   

 風-48

３-１９.災害救助実施体制の充実 

○避難所運営や救援物資の提供などの災害救助は、災害対策基本法に基づき、基本的

には市町村が主体となって実施しますが、被害が複数市町村にまたがるような大規

模災害が発生した場合は、県が災害救助法を適用し、県が救助の実施主体となり、

市町村は県の補助機関として、又は県が事務委任をして、市町村が救助を実施する

体制となります。 

○県は、災害時に市町村と連携して円滑に災害救助が実施できるよう、平成 30 年 11

月に、市町村への事務委任に関する事前の取決めを策定し、県が行う事務、市町村

に委任する事務を明確にしました。 

■災害救助事務の委任に関する事前の取決め 

救助の内容 実施機関 

1 避難所の設置 市町村 

2 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

3 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

4 飲料水の供与 市町村 

5 被服、寝具その他生活必需品の供与、貸与 市町村 

6 医療、助産 県・市町村 

7 被災者の救出 市町村 

8 被災した住宅の応急修理 市町村 

9 学用品の供与 市町村 

10 埋葬 市町村 

11 死体の捜索 市町村 

12 障害物の除去 市町村 
・上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。 

 

（１）災害救助の実施体制の確保  

○県と救助実施市（県内の政令指定都市）は、災害救助法の規定に従い、災害救助基

金の整備と運用を図るほか、災害救助の実施体制の整備に努めます。 

 

（２）関係機関との連携確保  

○県は、市町村への支援を円滑に行うため、物資等の供給や輸送、保管等に関して、

民間団体との協定の充実を進めます。 

〇県は、災害救助に係る連絡会議や、国や救助実施市、協定事業者が連携した研究会

を通じて関係機関の連携体制の一層の強化を図ります。 

 



二宮町地域防災計画                                    

 風-49

第４章 災害時の応急活動計画 
風水害等については、気象・水象情報の分析により災害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、関係機関、報道機関を通じての情報

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対策が極

めて重要です。 

この計画は、風水害等発生時に住民及び防災関係機関が速やかに応急活動を講じられ

るために実施すべき対策を定めます。 

 

４-１.災害発生直前の対策 

（１）警戒及び注意の喚起  

○横浜地方気象台は、気象、洪水、高潮等による災害及び被害の発生するおそれのあ

る場合に市町村単位で注意報、又は警報を発表します。 
 

■警報・注意報基準一覧(令和 2 年 8 月 6 日現在) 

区 分 種 類 基 準 

警 報 

大 

雨 

浸水害 表面雨量指標基準 16 

土砂災害 土壌雨量指数基準 114 

洪水 
流域雨量指標基準 葛川流域＝5.9, 中村川流域＝13.9 

複合基準※1 葛川流域＝(8,5.3) 

暴風 平均風速 陸上：25m/s・海上：25m/s 

暴風雪 平均風速(雪を伴う) 陸上：25m/s・海上：25m/s 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義波高 5.0ｍ 

高潮 潮位 1.5ｍ 

注意報 

大雨 
表面雨量指標基準 12 

土壌雨量指数基準 74 

洪水 
流域雨量指標基準 葛川流域＝4.7, 中村川流域＝11.1 

複合基準※1 葛川流域＝(8,3.8) 

強風 平均風速 陸上：12m/s・海上：12m/s 

風雪 平均風速(雪を伴う) 陸上：12m/s・海上：12m/s 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 

波浪 有義波高 2.5ｍ 

高潮 潮位 1.3ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

濃霧 視程 陸上：100ｍ・海上：500ｍ 

乾燥 最小湿度 35％ 実効湿度 55％ 

低温 
夏期：最低気温 16℃以下が数日継続 

冬期：最低気温-5℃以下 

霜 最低気温４℃以下(発表期間は原則として 4/1～5/20) 

着氷・着雪 著しい着氷(雪)が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100mm 
※1：（表面雨量指数,流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す 
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○浸水等の被害が発生するおそれがある場合は、町内全域を巡回警戒して的確な情報

の把握を行い、各水防関係機関等は、的確な情報の把握に努めるとともに、組織内

相互の連絡・指示・通報や伝達が迅速・円滑に行われるように努めます。 

また、浸水等の防止には、備蓄資機材を活用して総力をあげて努めますが、河川の

護岸決壊等大規模の場合には、建設業者等の応援を求めます。 
 

■二宮町内河川警戒水位(平成 28 年 4 月 26 日現在) 

河川名 水防団待機水位 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 観測地点 

葛 川 0.90ｍ 1.10ｍ 1.10ｍ 1.70ｍ 塩海橋 

中村川 1.05ｍ 1.40ｍ 1.75ｍ 2.10ｍ 坂呂橋 

 

○横浜地方気象台は、噴火警戒レベルに応じて市町村単位で噴火警報及び噴火予報を

発表します。 
 

■噴火警戒レベル(平成 26 年 10 月 9 日現在) 

種別 名称 対象範囲 ﾚﾍﾞﾙ/ｷｰﾜｰﾄﾞ 火山活動の状況 

特別 

警報 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域 

及び 

それより 

火口側 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生、あるいは切迫している状態

にある 

レベル４ 

(避難準備) 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

が発生すると予想される(可能性が

高まってきている) 

警報 

噴火警報 

(火口周辺) 

又は 

火口周辺警報 

火口から 

居住地域近

くまで 

レベル３ 

(入山規制) 

居住地域の近くまで重大な影響を及

ぼす(この範囲に入った場合には生

命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるい

は発生すると予想される 

火口周辺 
レベル２ 

(火口周辺規制) 

火口周辺に影響を及ぼす(この範囲

に入った場合には生命に危険が及

ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると

予想される 

予報 噴火予報 火口内等 

レベル１ 

(活火山である 

ことに留意) 

火山活動は静穏。火山活動の状態に

よって、火口内で火山灰の噴出等が

見られる(この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ) 
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（２）水防組織の設置  

○町の地域内に浸水のおそれがある場合は、水防組織を設置します。水防組織は、災

害対策本部設置までの間や、災害対策本部設置の必要がない程度の水害に対処する

ための組織で、二宮町災害対策本部設置の場合には統合されます。 

 

（３）避難のための立ち退き  

○町長は、洪水による浸水想定区域、または土砂災害警戒区域等の居住者等に対して、

人命の保護その他の災害の防止を図るため特に必要と認めるときは避難のための立

ち退きの開始を求めます。また、火災の延焼が間近に迫ったり、延焼危険地域から

の避難が適当と判断した場合は、安全な場所への立ち退きの開始を求めます。 

○立ち退きについては、必要と認める区域の居住者等に対し、ラジオ、信号、または

その他の方法により指示するとともに、その旨を遅滞なく大磯警察署長及び関係機

関に通知します。 
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４-２.災害時情報の収集･伝達と災害対策本部等の設置 

（１）警報の発表等に伴う配備体制  

○町は、警報発表時には、警戒本部を設置し、災害が発生した場合には、災害対策本

部を設置します。また、その配備体制は、「職員初動指針」に基づくものとし、消防

部は消防計画の定めによります。 

○なお、雨量情報については、消防署と防災安全課が連絡を取り合い確認するものと

し、風水害時に参集が必要な場合は、防災安全課より対象職員に安否情報確認シス

テムによる参集指示メールを配信します。 

■風水害等における配備体制 

 風水害時参集基準 対象職員 

情報収集 

大雨洪水警報発表時又は 

20mm 以上(1 時間雨量) 

3.3mm 以上(10 分間雨量) 

○防災安全課の職員全員 

○都市整備課長及び道路班の職員全員 

１号配備 

100mm 以上(24 時間雨量) 

50mm 以上(3 時間雨量) 

20mm 以上(1 時間雨量) 

○各部課等の長及び総務課庶務人事班 

○企画政策課、地域政策課の全職員 

○財務課財産管理班、戸籍税務課課税

班･収税班、産業振興課、都市整備課、

下水道課の班長 

２号配備 

150mm 以上(24 時間雨量) 

70mm 以上(3 時間雨量) 

40mm 以上(1 時間雨量) 

○１号配備に全班長を増員 

○財務財政課管理班、産業振興課、都市

整備課、下水道課の職員 

３号配備 

２号配備参集基準に加え、

全町域に及び災害で本部

の全活動力を必要とする

場合 

○全職員 

 

（２）災害発生直後の被害情報の収集  

○町及び消防本部は、警察署や防災関係機関と互いに連絡をとり、被害状況の把握に

遺漏がないよう対処します。 

○町は、情報総括責任者をあらかじめ選任し、災害情報の収集総括や報告をさせると

ともに、被害報告の迅速正確を期するため、地区ごとに情報の収集や報告に関する

責任者を定め、報告用紙の配布、調査要領、連絡方法等の打合わせを行うようにし

ます。 
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（３）災害対策本部等の設置  

１）災害対策本部設置の判断及び設置基準  

○災害の発生や発生するおそれがある場合で、町内での災害応急対策を実施するた

め町長が必要と認めるときは、二宮町災害対策本部(以下「本部」という)を設置

し、町長が本部長、副町長及び教育長が副本部長を務めることとします。 

○災害応急対策を行う上で必要な場合、本部長(町長)は二宮町現地災害対策本部(以

下「現地本部」という)を設置し、現地本部長(副本部長)及び現地本部員を指名す

ることとします。 

○本部や現地本部の設置は、「災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)」((以下「法」

という)第 23 条の規定により、災害応急対策を実施するために町長が必要と認め

たときに設置します。なお、町長不在の場合は、副町長が代行します。 

■災害対策本部設置基準 

ア 気象業務法に基づいて、暴風・大雨・洪水等の警報が発表され、本部を設置する必要が

あると認められるとき 

イ 火災や爆発等大規模な災害が発生し、設置の必要があると認められるとき 

ウ 前記のほか、大規模な災害の発生が予想され、総合的な応急対策を必要とし、設置が必

要と認められるとき 

 

２）災害対策本部設置準備  

○「二宮町災害対策本部要綱」(以下「要綱」という)第 2 条第 1 項(別表第１)に定

められる要員で、本部室の設置準備を行います。 

■本部設置準備の対応 

ア 庁舎の被害状況(建物,災害対策本部室内等,電気,上水道,通信機器)の把握、火気・危険

物の点検 

(県防災行政通信網,町防災行政同報系無線,町防災行政移動系無線,電話,ＦＡＸ,印刷機） 

イ 停電の場合の自家用発電機機能確保 

ウ 本部室(第１会議室)の設営 

エ 本部室内に町内の管内図(1/5,000)を掲示し、掲示板を準備 

オ 来庁者、庁舎内の職員等の安全を確認し、来庁者を安全な場所へ誘導 

 

３）災害対策本部の設置  

○本部の組織は、「二宮町災害対策本部条例」(以下「本部条例」という)と、要綱の

定めによります。 

■本部設置時の対応 

本部設置通知 
本部を設置したときは、直ちにその旨を要綱に基づき、関係部が防災

関係拠点基地に通知と公表 

本部室の開設 
本部室は、本部が設置されたときに開設し、その入口に「二宮町災害

対策本部」の標識を掲示 

本部会議招集 

の連絡 
本部会議招集の連絡は、電話や庁内放送等で行う 
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４）災害対策本部の廃止  

○本部長は、災害の危険がなくなったときや災害発生後の応急措置がおおむね完了

したときは、本部を廃止します。 

○本部の廃止通知は、本部の設置通知に準じて処理します。 

 

５）職員の動員  

○職員の動員は、「職員初動指針」に示す【台風(風水害)対策 職員参集チャート】

によるものとします。 

○災害対策組織における各部長は、毎年配備編成計画(配備体制種別ごとの動員名簿

と職員連絡系統図)を作成し、防災担当部署に提出します。 

○職員は、配備編成計画に基づき、直ちに所属またはあらかじめ指定された場所に

参集し、上司の指示を受けるものとします。 

○日直者(警備員)は、消防本部や関係機関から災害の発生や発生するおそれがある

との通報があった場合、直ちに防災担当部署へ電話等連絡し、その指示をあおぎ、

必要に応じ関係部長等に連絡します。 
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４-３.水防対策 

（１）水防活動  

１）町の体制と活動  

○県水防本部から指示があったときや町長が必要と認めた時は、消防本部・消防署・

消防団と防災関係職員や関係職員を主体として水防組織を設置します。 

その後、水防組織の全機能をあげて水防管理者(町長)その他町の関係機関等との

連携のもとに被害の拡大防止活動を実施します。 

２）消防本部等の活動  

○消防本部・消防署と消防団が分担する水防活動は、次のとおりです。 

ア 河川を随時巡視し、水防上危険と認められる箇所がある時は、直ちにその管理者に連絡

して必要な措置を求めます 

イ 水防上緊急の必要がある場合は、消防本部に属する者は警戒区域を設定し、水防組織関

係者以外の者にその区域への立ち入りを禁止・制限したり、区域からの退去を命じるこ

とができることになっています 

ウ 消防長は、水防上やむを得ない必要がある時は、その区域の居住者や現場にいる者に水

防に従事させることができることになっています 

エ 護岸その他の施設が決壊した時は、可能な限り氾濫被害が拡大しないように努めます 

オ 消防長は、水防管理者(町長)から出動要請を受けた時や、自ら水防作業の必要を知った

時は、直ちに出動し水防作業を行います 

 

（２）水防資機材の確保  

○水防管理者は、その管内での水防活動に必要な資機材を充分に準備しておくほか、

資材確保のため、最寄りの資材業者を常時調査し、緊急の使用に間に合うように備

えておきます。 
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４-４.避難対策 

○町は、風水害発生時、人命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、指

定緊急避難場所及び避難路、土砂災害警戒区域等の所在、その他避難に関する情報の

提供に努めます。 

○町民は、指定緊急避難場所及び避難路を日頃から把握するとともに、避難の勧告また

は指示が出された場合には、直ちに安全に十分配慮しながら避難します。自主的に避

難する場合は、特に安全に配慮します。 

 

（１）避難情報  

○災害が発生し、または発生するおそれがあり、人命の保護その他災害の防止等を図

るため特に必要があると認められるときは、危険地域の居住者等に対し、避難実施

のために必要な避難指示等の発令を行います。 
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■避難情報発令の実施責任者 

実施者 
勧告・指示等 

区分 
災害の種類、内容 根 拠 

町 長 避難情報発令 災害全般 
災害対策基本法第 60 条 

第 1 項 

警察官 指示等 

災害全般 

町長が指示することがで

きないと認めるとき、また

は町長から要求があった

とき 

災害対策基本法第 61 条 

第 1 項 

 
警察官職務執行法第 4 条 

第 1 項 

海上保安官 指 示 同上 
災害対策基本法第 61 条 

第 1 項 

県知事またはその

命を受けた県職員

または水防管理者 

指 示 洪水、高潮 水防法第 29 条 

県知事またはその

命を受けた職員 
指 示 地すべり 地すべり等防止法第 25 条 

自衛官 指 示 

災害全般 

災害派遣を命じられた部

隊の自衛官は、災害の状況

により特に急を要する場

合で、警察官がその現場に

いない場合に限り、避難の

指示を行うことができま

す 

自衛隊法第 94 条第 1 項 

 

■警戒区域の設定権者 

設定権者 災害の種類 内容(要件) 根 拠 

町 長 災害全般 

災害が発生し、または災害 

が発生しようとしている

場合で人の生命、または身

体に対する危険を防止す

るためには特に必要があ

ると認めるとき 

災害対策基本法第 63 条 

第 1 項 

警察官 災害全般 

同上の場合において、市町 

村長もしくはその委託を

受けた市町村の職員が現

場にいないとき、またはこ

れらの者から要求があっ

たとき 

災害対策基本法第 63 条 

第 2 項 

海上保安官 災害全般 同上 
災害対策基本法第 63 条 

第 2 項 

消防吏員または 

消防団員 

水災を除く 

災害全般 

災害の現場において、活動 

確保を主目的に設定 
消防法第 36 条第 8 項 

水防団長、水防団

員または消防機関

に属する者 

洪水、高潮 

水防上緊急の必要がある

場所において、活動確保を

主目的に設定 

水防法第 21 条第 2 項 
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（２）避難指示等を行う基準と伝達方法  

○避難指示等の発令基準等については、内閣府作成の「避難情報に関するガイドライ

ン」や地域の実情を踏まえ、できる限り客観的な数値を定めるよう努めます。 

○危険が切迫した場合には、町長は可能な限り警察署長・消防長・消防署長・消防団

長や派遣された自衛官の指揮者と協議のうえ、地域や避難先を定めて当該地域住民

に避難を勧告・指示します。この場合、町長は直ちに県知事に報告します。 

○災害の発生や発生するおそれのある場合で、人の生命身体を保護するため必要があ

ると認める時は、町長は警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りの制限や禁止す

るか退去を命じることとします。 

○警察官または海上保安官は､災害現場において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事態(連絡等のいとまがなく、これを行わなければ

時機を失するような場合)、または町から要求があった時は、立ち退きの指示及び警

戒区域の設定をすることができます。この場合、その旨を町に速やかに通知します。

なお、警察官は、人命もしくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居

合わせた者に対して避難の措置を講ずることができます。この場合、その旨を県公

安委員会に報告します。 

○町長が避難の勧告・指示を発令した時や警察官等から避難の指示を行った旨の通報

を受けた時は、必要に応じて関係機関等に連絡します。 

 

■大雨による避難指示等(河川氾濫･土砂災害)の判断基準(平成 28 年 4 月 1 日現在) 

 項 目 判断基準 

１ 気象情報 大雨洪水警報・土砂災害警戒情報の発表 

２ 河川水位 県が設置するテレメトリー(河川水位観測所)で観測した水位による。 

３ 時間雨量等 

時間雨量が 50mm を超えると判断できる場合、10 分間に 8mm 以上の雨量

が継続的に見込まれる場合、また、上流の中井町でも同様の雨量状況を

確認した場合※１ 

４ その他 異常な漏れ水等が発見された場合 

注）１～４もしくは２～４の条件に達した場合に避難勧告の判断基準とする※２ 

※１：消防署と防災安全課が協議し、最終決定を行うものとする 

･なお、避難準備情報は、時間雨量が 40mm を超えると判断できる場合、10 分間に

7mm 以上の雨量が継続的に見込まれる場合 

･また、上流の中井町でも同様の雨量状況を確認した場合とする 

※２：避難勧告の発令については、判断基準到達時の状況を加味し、首長が最終決定を

行うものとする 
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（３）避難誘導  

○避難の勧告・指示等が出された場合、町は、警察署等の協力を得て、地域や自主防

災組織、地区単位にあらかじめ指定された避難場所等に避難住民を集合させたのち、

必要によっては指定されている指定避難所・福祉避難所に誘導します。 

○避難者の誘導は、あらかじめ定められた従事者が町の指示に基づいて、消防本部・

消防署、警察署等と協力して行います。 

○誘導には、事前に安全な経路を検討し、危険箇所を標示、危険区域の設定等をする

ほか、状況に応じて誘導員を配置して、事故防止に努めるほか夜間の場合は、照明

器具等を活用します。浸水等の場合は、船艇やロープ等の資機材を利用して安全を

期します。 

○避難行動要支援者の誘導は、周辺住民や自主防災組織等の協力を得るなどして福祉

避難所への誘導に努めます。 

○町は、指定避難所への主要な道路の安全確認を行うとともに、災害種別一般記号を

使った避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

 

（４）指定避難所の開設  

○町は、あらかじめ施設の安全性を確認するなど、災害の状況に応じて安全で適切な

場所を選定して指定避難所を開設します。ただし、緊急の場合は、自主防災組織等

の判断により、指定緊急避難場所に避難所を開設できるものとします。 

○さらに、災害が長期にわたることが見込まれる場合には、要配慮者の生活環境を考

慮して福祉避難所の開設や、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上

げる等、被災地以外の地域にあるものも含め、多様な避難所の確保に努めます。 

○町は、指定避難所の運営のために職員を派遣します。消防本部・消防署と警察署は、

避難住民の安全確保等のため職員を派遣し、避難場所の運用に協力します。 

派遣職員は、逐次、災害対策本部へ避難の状況、被害状況等を報告します。 

○町は、指定避難所での応急対策が終了した場合、指定避難所配備職員は、自主防災

組織、警察署等の協力を得て避難者の帰宅や他の指定避難所等への誘導を円滑に行

います。 
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（５）避難所の運営管理  

○町は、「指定避難所・指定緊急避難場所運営マニュアル」「福祉避難所運営マニュア

ル」を作成し、これによる避難所運営を行います。 

○この際、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難

者、町民、自主防災組織、災害救援ボランティア等の協力が得られるように努めま

す。 

○町は、各避難所の避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食事のみ受け

取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、県等に報告を行います。また、

避難者の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするように努めます。そのため、

食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じます。 

○避難所の生活環境については、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び

利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策やエ

コノミークラス症候群対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避

難所の衛生状態の把握を行い、必要な措置を講ずるように努めます。また、要配慮

者や妊産婦、母子のためのスペースの確保に努めるとともに、巡回警備等により、

避難所の安全性の確保措置に努めます。また、家庭動物同行避難のルールを定め、

飼い主が責任をもって飼育するための居場所確保やゲージ等を用意するなどの具体

的な対応がとれるように努めます。 

○町は、避難所のライフラインの復旧に時間が要すると見込まれる場合や道路の途絶

による孤立が続くと見込まれる場合は、避難所の設置・維持することの適否を検討

します。 

○町は、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を踏まえ、必要に

応じて、旅館やホテル等への移動を避難者に促します。 

○町は、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、避難者の健全な住生活の早期確保のため

に、応急仮設住宅の迅速な建設と、公営住宅、民間賃貸住宅などの活用により、避

難所の早期解消に努めることを基本とします。 
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（６）避難所外避難者等への対応  

○町は、自動車やビニールハウス、テント等の指定避難所以外へ避難する被災者、ま

た親戚等を頼って町外へ避難する被災者については、自治会や自主防災組織等の協

力を得て、避難所以外にいる避難者(場所、人数、支援の要否・内容)の把握に努め

るとともに、食料・物資等の提供、保健医療サービスの提供、情報の提供等必要な

支援に努めます。 

○町は、町外へ避難した住民の安否を把握するため、町外避難者に対し、避難先及び

安否について町に連絡をするよう、町ホームページや報道機関等を通じて呼びかけ

ます。また、地域住民や自主防災組織の協力を得て町外避難者に関する情報を収集

し、町外へ避難した住民の把握に努めます。 

○避難所外避難者は、自動車等の狭い空間での運動不足や、トイレに行く回数を減ら

すために水分摂取を控える等から、エコノミークラス症候群を引き起こしやすくな

るため、町はその予防方法を避難者に呼びかけます。 

 

（７）帰宅困難者対策  

○町及び防災関係機関は、帰宅困難者に冷静な行動をとってもらうため、「むやみに移

動を開始しない」という基本原則の広報等、必要な情報提供等に努めます。 

○町は、発災により帰宅の手段を失い、駅周辺、公共施設等で滞留し、避難を希望す

る人に対し、滞在場所を提供します。滞在場所は、公共施設等の中からあらかじめ

選定するとともに、滞在場所の運営に当たっては、男女のニーズの違いや要配慮者

の多様なニーズに配慮した運営に努めます。 

 

（８）広域的避難  

○大規模な災害が発生し、町単独では受民の指定緊急避難場所の確保が困難となった

場合には、町は、県内他市町村への住民の受け入れについては直接協議を行い、他

の都道府県の市町村への受け入れについては、県に対しその協議を求めます。 

 

（９）応急仮設住宅等  

○町は、県や関係団体等と連携を図り、応急仮設住宅の提供や入居者募集及び運営管

理等を実施します。 

○災害救助法が適用されたときは、県は町と密接な連携をとり、自らの資力では住宅

の応急修理等ができないものに対し、日常生活に必要最小限度の部分について応急

修理等を行います。 
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４-５.災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

（１）橋りょう被害対策活動  

○被災橋りょうに係る仮橋の早期完成が必要な場合には、応急組立橋の活用により早

期架橋を実施するものとします。 

○被害を受けた道路を速やかに復旧し、道路機能をできるだけ早期に回復し、救助活

動・物資輸送などへの交通路の確保に努めます。 

○なお、町で選定した緊急輸送道路を最優先に啓開し、その後逐次一般町道の復旧作

業を行うとともに、落下や危険と認められた橋りょうは、直ちに通行止め等の措置

を行い、う回路の案内を標示します。 

■道路啓開の実施要領 

ア 道路啓開は、県道や国道の管理者と綿密な連絡をとり、災害時の協定を締結している町

内建設業者を指示して、がれき等の排除を行う 

イ 応急復旧の必要な道路面に生じた亀裂・陥没等は、町所有の材料で埋戻し・応急復旧を

行うとともに、雨水の浸透・洗掘等で二次的被害のおそれのある場合は、適切な方法で

封かんや水回しなどを施工する 

なお、状況により、道路啓開と同様、災害時の協定を締結している町内建設業者に指示

し応急復旧を行う 

ウ 上下水道・電話・電気・ガス等の道路占用施設に危険が発見された時は、直ちにバリケ

ード等で応急措置を行い、所管の占用者に連絡する 

 

（２）浸水被害対策活動  

○河川や海岸等が被災し、流水や海水が浸水し大きな被害を与え、またはそのおそれ

がある場合には、仮締切工事、または決壊防止工事等の緊急工事を実施するものと

します。 

 

（３）水害・土砂災害対策  

○降雨等による二次的な水害に対して、応急対策を実施します。 

また、横浜地方気象台及び県により、必要に応じて土砂災害警戒情報等の発表基準

の引き下げが実施されるため、適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとと

もに、災害の発生のおそれのある場合は、速やかに適切な避難対策を実施します。 
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４-６.救助・救急、消火及び医療救護活動 

（１）消防活動  

１）消防体制  

○消防職・団員と防災関係職員の出動する必要がある時、消防長は出動命令を発し

ます。 

■水防(風水害等)での出動 

第１出動 
消防職・団員の一部が出動して管内の巡視警戒にあたる 

河川水位の上昇・下降・滞水・最高水位等の情報収集を行い報告する 

第２出動 消防職・団員の全員が出動して水防活動にあたる 

第３出動 
消防職・団員の全員、防災関係職員と関係職員全員が総力をあげて水防活

動にあたる 

召集解除 水防活動終了を出動(隊・者)に伝える 

 

２）大規模救急救助体制  

○消防署は、大規模災害等で多数の傷病者が発生した時は、救出・救助・救急業務

及び傷病者の搬送を適切に実施するとともに、関係機関と密接な連携のもと、効

果的な活動を図るようにします。また、町の区域を越えて広域的な消防部隊の応

援要請を必要とする場合は、「神奈川県内消防広域応援実施計画」等によります。 

３）防災関係機関への要請  

○消防長は、災害の規模・種別等によって、交通規制、群衆整理等の適正配備等を

必要とする時は、町・警察・医師会(中郡医師会二宮班・平塚歯科医師会二宮地区)・

平塚中郡薬剤師会二宮地区など防災関係機関に、事故概要等を通報連絡し、万全

な救急体制を図ります。 
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（２）医療救護活動  

１）医療救護体制  

○町は、災害時に必要に応じて、「職員初動指針」に基づく医療救護体制を整えます。 

○町域の医療救護班のみでは、医療救護活動の実施が困難であると町長が認めた時

は、県知事に医療救護班の派遣要請を行います。 

○医師会は、大規模な災害が発生した場合や町から医療救護活動の要請があった場

合、あらかじめ定められた編成の医師会医療救護班を組織することになります。 

○平塚保健福祉事務所は、地域の医療資源等を把握する県の行政機関として、地域

における医療コーディネート機能を担い、県医療救護本部と連携しながら、管内

の医療保健活動の総合調整を行います。 

２）医療救護班の活動  

○災害時の医療救護は、発災直後の応急医療とそれ以降の治療に区分することがで

きます。発災直後の応急医療は、町や町医師会の医療救護班が対処しますが、そ

れ以降の治療は町医師会の協力のもとに町内医療機関で対処するようになります。 

■医療救護班の活動 

町医療救護班 
町配備職員は、中央応急救護所(生涯学習センター)に出動し、救護活

動を行う 

医師会医療救護班 
医師会医療救護班は、必要に応じ医療救護班を出動させ医療救護活動

を行う 

 

３）重傷・重篤患者の搬送と収容  

○医療救護班は、医療や助産救護を行った者のうち、収容する必要がある者(重篤患

者)は後方医療施設に転送します。なお、効率的な負傷者救護には適切なトリアー

ジの必要があります。 

■重傷・重篤患者に対する対応 

搬送方法 

○重傷･重篤患者の後方医療施設等への搬送は原則として次の方法で行う 

ア 消防部の救急車による搬送 

イ 県消防広域応援隊及び緊急消防援助隊派遣部隊の救急車やヘリコプ

ターによる搬送 

ウ 災害派遣による自衛隊車両やヘリコプターによる搬送 

消防署員の 

救急救助 

○消防部は、大規模災害等で多数の傷病者が発生した時は、救急救助業務

を効果的に実施するとともに、中央応急救護所には町からの要請等のほ

か必要に応じて職員を派遣するなど救急救助業務の円滑化を図る 
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４）医療救護班が使用する医薬品等  

○医療救護班が使用する医薬品等は、町が備蓄する医薬品と薬剤師会との協定に基

づき調達する医薬品を使用しますが、医薬品等が不足した場合には、県に要請し

ます。 

■医療救護班が使用する医薬品等 

医薬品等の 

搬送 
医薬品等の搬送は、中央応急救護所の設置とあわせ町医療救護班が行う 

血液の供給 医療救護活動で血液が必要な場合、町長は、県に要請 

 

（３）惨事ストレス対策  

○救助・救急または消火活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実

施に努めるとともに、必要に応じ、県を通じて消防庁等に精神科医等の専門家の派

遣を要請します。 
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４-７.保健衛生、防疫、遺体対応等に関する活動 

（１）保健衛生  

○被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に不

調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つように努めます。また、必

要に応じて健康相談等を行い、エコノミークラス症候群等への対応を周知するとと

もに、救護所等の設置やこころのケアを含めた対策を行います。 

○避難所の生活環境を確保するため、必要に応じて仮設トイレを早期に設置するとと

もに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処理等に

ついても必要な措置を講じます。また、入浴可能施設等についての情報提供に努め

ます。 

○被災者のこころのケアを行うために、かながわＤＰＡＴや医療、保健及び福祉関係

者等の協力を得て、時期や状況に応じた必要な措置を講じます。また、被災者のみ

ならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

○災害の状況に応じ井戸・受水槽の水質検査や食品関係営業施設等の監視・指導の要

請を平塚保健福祉事務所に行い、飲用水・食品等に起因する危害発生の防止にあた

ります。 

 

（２）防疫対策  

１）保健衛生防疫活動  

○防疫は、被災状況により、「職員初動指針」に基づく保健衛生体制を整え、必要に

応じ平塚保健福祉事務所や医師会等にも協力を求め対応します。 

○町は、自主防災組織等と連携のもと、平塚保健福祉事務所の協力を得て予防啓発

及び以下の業務も迅速・的確に行います。 

■保健衛生防疫活動における活動及び業務の実施方法 

ア 町は、病人等を発見した時は、直ちに災害対策本部に通報するととともに応急措置を実

施する 
 

イ 町は、感染症患者を発見した時は、「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「感染症予防法」という)に基づいて、必要に応じて直ちに保健所に通報

するとともにその他予防措置を実施する 
 

ウ 町長は、防疫活動の実施に当たって、町の能力では十分でないと認める時は、県知事に

応援を要請する 
 

エ 消毒方法等 

県知事の指示により、汚染された場所の消毒を実施する 

防疫上必要と認めるときは、県知事の指示により臨時の予防接種を実施する 
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２）環境衛生防疫活動  

○防疫は、「職員初動指針」に基づく環境衛生体制を整え、必要に応じ平塚保健福祉

事務所に協力を求め対応します。 

○町は、町内の道路・公園・避難地その他必要な場所を、自主防災組織等の協力を

得て消毒します。また、平塚保健福祉事務所の協力を得て以下の業務も迅速・的

確に行います。 

■環境衛生防疫活動における防疫業務の実施方法 

ア ねずみ族、昆虫等の駆除 

汚染地域の蚊・はえ発生場所に対する薬品の散布と発生原因の除去、必要に応じねずみ

駆除 
 

イ 消毒方法 

薬品での消毒を実施。 
 

ウ 消毒先 

広域避難所、避難所、家屋内外、便所、給水給食施設の清掃 

 

（３）遺体対応等  

１）行方不明者の捜索・安否確認  

○災害のために行方不明の状態にある者の捜索は、警察官や消防本部・消防署で行

うほか、自衛隊・海上保安部の協力を求めて実施します。なお、捜索に必要な資

機材の備蓄・調達や建設重機等の借り上げも図ります。 

○行方不明者の届出等を行う窓口は、「職員初動指針」に基づく体制を整え、安否確

認と同じ窓口により情報の一元化を図ります。 

２）遺体の捜索・対応  

○遺体捜索や収容・火葬の計画樹立とその実施は、町長が行います。 

○町は、警察、医師会(中郡医師会二宮班・平塚歯科医師会二宮地区)、応援協力に

より出動した医師・歯科医師会等の協力を得て、遺体の身元確認を行います。 

○遺体の検案は、警察協力医、応援協力により出動した医師等が行います。 

○町は、検案後、必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の措置を警察官、警察協力

医、応援協力により出動した医師等の協力で行います。 

○火葬許可証は、町が発行します。 
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３）遺体の収容・引渡し  

○町が行う遺体収容や県が行う不明者の捜索は、大磯警察署を含む県警察等と協議

しながら進めます。 

○町は、警察署等の協力を得て、調査･検視や検案を終え身元が明らかになった遺体

を、縁故者に引き渡します。 

○町は、調査･検視や検案を終えた遺体で身元の確認ができない遺体については、警

察等の協力を得て遺体安置所に搬送し収容・安置します。 

○町は、遺体の身元を確認し、遺体対応票や遺留品対応票を作成のうえ納棺し、氏

名と番号を記載した「氏名札」を棺に貼付します。 

○町は、県や警察、他市町村等と協議し、必要な棺、ドライアイス、ビニールシー

ト、納体袋、毛布等の資器材を調達するとともに、縁故者の感情にも十分配慮し、

生花等についても配意します。 

○県は、町が行う遺体収容に係る搬送を援助するとともに連絡調整を行います。 

４）遺体の火葬  

○遺体の火葬や身元不明遺体の取扱いは、次により実施します。 

なお、火葬施設が不足する場合は、県に広域応援を要請します。 

■火葬実施基準 

ア 町長は災害時の死亡者の火葬は近隣火葬場で実施するが、必要がある場合は、火葬等広

域応援体制に基づいて、他の地方公共団体等の火葬場で実施する 

イ 縁故者の判明しない焼骨は、寺院等に一時保管を依頼し、縁故者が判明次第引き渡す 
 

［災害救助法を適用した場合の基準］ 

ア 遺体が他の市町村(法適用地域外)に漂着した場合で身元が判明している場合には、原則

としてその遺族、親せき縁者や法適用地の市町村長に連絡し引き渡すが、法適用地が混

乱のため引き取る暇がない時は、町長は県知事の行う救助を補助する立場から火葬を実

施(費用は県負担)する 

イ 遺体の身元が判明していない場合で、被災地から漂流してき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アに準じて実施する 
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４-８.飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

（１）応急給水  

○災害が発生し、上水道施設の損傷等で飲料水の供給が停止した場合には、町は、直

ちに応急給水を実施することになります。 

○災害時の応急給水は、「職員初動指針」に基づく体制により対応しますが、状況でボ

ランティアの協力を求める必要もあります。 

■応急給水に関する事項 

給水基準 
災害時での飲料水の確保は、生命維持に必要な最小限の飲料水として、１日

１人約３リットルを基本に供給 

町の 

業務内容 

ア 主な水源（鋼板プールや水槽等）の保有水量の確認 

イ 塩素滅菌装置の点検 

ウ 給水諸機器、自家発電装置、簡易ろ過装置などの機能確認 

エ 各給水拠点の応急給水施設の開放と給水 

オ プール水等を、浄水機でろ過し、水を確保 

カ 飲料水兼用耐震性貯水槽等から確保した水を、給水容器で搬出 

キ ポリタンク等の給水備蓄資機材を被災地に速やかに運搬しての応急給水 

ク 町所有応急給水車の他、必要に応じ民間や他の自治体等からの応援給水車

などで給水運搬能力の増大を図る 

ケ 県企業庁二宮高区配水池等からの水道水運搬 

コ 井戸水、ペットボトル、民間施設の貯水槽等の活用 

調達 

給水活動 

ア 被災直後の給水活動 

・町の耐震性貯水槽等から応急給水車、給水タンク等に注水し、被災者に給

水します 

・県企業庁平塚水道営業所と連携し、県企業庁の二宮高区配水池から応急給

水車、給水タンク等に注水し、被災者に給水します 

 

イ 重要施設への給水 

病院などの重要施設には応急給水車で優先的に給水します 
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（２）食料の配布  

○日常の食料を失った被災者には、速やかに食料の配付ができるよう平時から災害用

食料を備蓄するほか、緊急に食料を調達できる措置を講じておき、食料の確保に努

める必要があります。調達・搬送・炊出し・配布等は「職員初動指針」に基づく体

制により対応しますが、状況でボランティアの協力が必要となります。 

○町内の商工会・大型店舗・食料品取扱店等との災害時の優先的食料供給の協力が保

たれるよう、事前に協議し、協定の充実強化を図ります。 

■食料配布に関する事項 

配布基準 

ア 被災者に、炊出し給食を行う場合 

イ 被災して配給機関が供給できないため、その機関を通じないで供給を行う

場合 

ウ 救助作業、急迫した災害防止や緊急復旧作業従事者に給食を行う場合 

配布品目 備蓄食料の非常食を利用するとともに、米穀類を活用 

調 達 

ア 町内の米穀届出販売業者等からの調達 

・災害時の米穀等の確保は、それぞれ関係機関を通じ、米穀届出販売業者

等から貯蔵米穀等を調達 

イ 県知事への要請調達 

・町長は、災害の状況で食料の供給が困難な場合は、災害応急米穀の供給

を県知事に依頼要請し、調達 

・県知事は、米穀届出販売業者等の手持精米で供給が困難な場合には、農

林水産省(政策統括官付貿易業務課)に供給を要請 

・また、災害救助法適用の場合、政府所有食料の供給に関して、県知事に

供給を要請 

町長は、交通・通信の途絶のため、災害救助用米穀の引き取りに関する

県知事の指示を受けられない場合には、災害救助法適用期間中は、農林

水産省(政策統括官付貿易業務課)に直接要請 

搬 送 

ア 町が備蓄する食料は、町が搬送 

イ 県からの主要食料等は、県が町の防災拠点や避難場所等へ直接配送 

ただし、直接配送できない場合には、県総合防災センター及び広域防災活

動拠点に主要食料等を集積し、集積地からは町が搬送 

ただし、交通障害で集積地までの交通手段を得ることができない場合は、

町から県へ集積地の変更を申し入れる 

ウ 搬送に使用する車両は、庁用車と神奈川県トラック協会等の民間業者の車

両を町が借上げ 

食料等 

集積地 

町の食料等集積地は、交通の利便や指定避難所等への搬送経路と連絡等を勘

案して、決定 

調達状況の

報告 

町は、食料の調達、輸送状況を別紙様式の調書を作成して、逐次災害対策本

部に報告 

被災者への

炊出し配布 

ア 被災者への給食は、原則として指定避難所等で実施 

イ 給食を必要とする自宅残留被災者、代替施設収容者等は、最寄りの災害時

地区本部で行う 

ウ 指定避難所等での食品の配付は、一時に多数の給食は困難の場合は、要配

慮者等を優先し、町は自主防災組織等の協力で公平・円滑に実施 

エ 被災者の炊出しは、非常食(ｼﾁｭｰ･ｸﾗｯｶｰ)等の備蓄食料と町が調達した米穀

を災害用煮炊き釜で米等の現地炊き出しを行う 
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（３）生活必需品等の配布  

○被災者への生活必需品の供給は、町保有の備蓄品の他、業者調達、なお不足する場

合は、県に要請し確保のうえ配付します。 

■生活必需品等に関する事項 

配布基準 町の被災者への生活必需品等の配付は、別に定める基準で行う 

調 達 

ア 災害時に実施する被災者への生活必需品等配付のため、毛布等を備蓄して

おくとともに、災害時には被害の程度に応じて配付を決定し、調達協定業

者や町内小売業者から調達 

イ 町長は、災害救助法適用後に、生活必需品配付の必要が生じた時は、直ち

に県知事の指示を受けるとともに、必要ある場合は、物資の調達を要請 

ただし、被害状況で現地調達が適当と認められる物資は、県知事の指示で

町長が現地調達 

ウ 物資の調達・調達物資の受け入れ・保管は、町が行うが、必要に応じてボ

ランティアの協力を求める 

搬 送 
生活必需品の搬送は、食品の搬送と同じように災害対策本部からの配車を受

けて、町が行い、必要に応じてボランティアの協力を求める 

外来救援物

資の取扱い 

○外来救援物資の受付･出納保管は、町が行う 

○物資は、町庁舎や災害対策本部の定める場所に集積のうえ配分計画を策定

し、民間団体・ボランティア等の協力を得る他、町職員が配分 

被災者への

配布方法 

○町は、食品の配付と同じように指定避難所等で実施するが、次の点に留意

して配付 

 なお、女性用品については、女性の担当者からの配布、女性専用スペース

や女性トイレに常備しておくなど、配布方法を工夫する 
 

ア 毛布、その他の寝具類 

原則として、要配慮者を優先して配付 

イ その他 

タオル・ローソク等は、必要とする被災者に、確保した物資をできる限

り公平に配付 
 

○町長は、生活必需品等の配付が困難な時は、県知事に応援を要請 

 

（４）物資の受入れ  

○町は、交通の利便性や連絡等を勘案し、町民センターにて、飲料水、食料及び生活

必需物資等を受入れることとします。 
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４-９.文教対策 

（１）児童・生徒等保護対策  

１）学校の対応  

○校長は、災害時においては、各校の防災計画に基づき、児童・生徒等の保護に努

めます。 

○校長は、対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮に当たります。 

○児童・生徒等の生命・身体の安全確保を図るとともに、安全が確認されるまでは、

学校で児童・生徒等を保護し、安全が確認された後に、保護者へ引き渡します。 

ただし、公共交通機関の運行中止等により保護者が帰宅できないことも想定され

ることから、保護者が来校するまでは、学校で児童・生徒等を保護します。 

○校長は、町教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告します。 

○初期消火及び救護・救出活動等の防災活動を行います。 

２）教職員の対応  

○教職員等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童・生徒等の安

全確保を図った後、避難誘導を行います。その後、対策本部の指示により、さら

なる児童・生徒等の安全確保に努めます。 

○障がいのある児童・生徒等については、介助体制などの組織により対応する等、

十分配慮します。 

○児童・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

実に行います。 

○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児童・生徒等につい

ては、氏名・人員等を確実に把握し、引き続き保護します。 

○児童・生徒等の安全を確保した後、対策本部の指示により防災活動に当たります。 

○教職員等は、指定避難所運営の協力に努めます。 
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（２）応急教育対策  

１）応急教育の実施  

○学校施設が災害でその施設が使用できなくなった場合は、近隣の施設に応急収容

等の措置で分散授業を実施しますが、施設が不足し、その用途に供し得ない場合

は、仮設校舎等を建設し、応急収容を行い分散授業を実施します。 

○学校施設が災害でその一部が損壊し使用不能となった場合は、安全管理上、緊急

修理を要する箇所は、応急修理や補強を施し学校教育に支障のないよう万全の措

置を講じ、休校をできる限り避けるようにします。 

２）教材、学用品等の調達・支給  

○町教育委員会は、被災した町立学校等の児童生徒に対し、教材・学用品等の確保、

経済的支援等必要な対応を図ります。 

○学校給食センターが被害を受けた場合には、県教育委員会との連絡を密にし、応

急復旧を要するものは、速やかに復旧措置を講じ、正常な運営に復するように努

め、できる限り給食を継続実施します。 

 

（３）保育所等における応急対策  

１）事前準備  

○保育所・幼稚園・放課後児童クラブ等の施設の長(以下、｢施設長｣という)は、保

育所等の立地条件等を考慮した上、災害時の応急計画を樹立しておくとともに、

保育方法等の的確な計画を立てておくものとします。 

■施設長が災害に備えて措置を講じておくべき事項 

ア 児童等の避難訓練、災害時の事前指導・事後措置と保護者等の連絡方法を確立しておき、

その周知を図っておくこと 

イ 町、警察署等との連絡網を確立しておくこと 

ウ 保育時間内の災害発生時は、保護者の引取りは困難と予想されることから、残留児童等

の保護対策を講じておくこと 

 

２）災害時の体制  

○施設長は、状況に応じて適切な緊急避難の措置を講じておきます。 

○施設長は、災害の規模、児童等、職員や施設・設備等の被害状況を把握するとと

もに、町に連絡し、災害対策を実施し施設管理等の措置を講じます。 

○施設長は、準備した応急保育計画に基づいて臨時の編成を行うなど、災害の状況

と合致するよう速やかに調整を行います。 
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３）応急保育の体制  

○施設長は、職員を掌握して保育所等の整理を行い、児童等の被災状況を調査し、

町と連絡し、復旧体制に努めます。 

○施設長は、災害の推移を把握し、町と緊密な連絡のうえ、平常保育に戻るように

努め、その時期を早急に保護者に連絡します。 

○町は、情報と指令伝達について万全の措置を講じるものとし、施設長は、その指

示事項の徹底を図ります。 

○施設長は、避難所等に保育所等を提供したため、長期間保育所等として使用がで

きない時は、二宮町災害対策本部と協議して早急に保育が再開できるよう措置を

講じます。 

４）孤児等の児童の保護体制  

○町は、各避難所での孤児等の児童の実情を把握します。 

○町は、孤児等の児童を各避難所や前記の保育所等で保護するとともに、県に報告

し、今後の対応の協議を行います。 

 

（４）文化財施設  

○文化財は、貴重な国民的財産であることから、所有者・管理者は、次の応急措置を

講じることとします。 

ア 文化財の被災や被災するおそれがある場合は、所有者・管理者は、直ちに町教育委員会

に通報するとともに、被災防止や被害縮小に努めます 

イ 教育委員会は、文化財の被害拡大を防ぐための措置を講じます 

ウ 文化財に被害が発生した場合は、所有者・管理者は、町教育委員会へ届け出を行います 

エ 文化財が被害を受けたときは、教育委員会は被害を調査し、文化財保護委員会の意見を

参考にして文化財の価値を維持復旧できるよう所有者・管理者の協力を得て対策を講じ

ます 
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４-１０.緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

（１）被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施  

○大磯警察署を含む県警察は、大規模災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地

域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を迅速・的確に実施し、道

路管理者と協力し、危険箇所の表示、迂回路の指示、交通情報の収集及び提供、車

両使用の自粛広報等、危険防止と混雑緩和のための措置をとります。 

○災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官または消防吏員は、警察官がいない場合に限り、

それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その

他の物件の所有者に対して、移動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手方

が現場にいない場合は、当該措置を行います。当該措置命令をし、または措置を行

った場合は、管轄する警察署長にその旨を通知します。 

○大磯警察署を含む県警察は、大規模災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の

道路交通状況等により弾力的に行う必要があり、被災地または被災地周辺地域での

交通規制は、時系列別に次により対応します。 

 

■交通規制等 

被災地等への 

流入抑制 

○災害が発生した直後においては、次により緊急交通路等について優先的

にその機能の確保を図る 

ア 混乱防止及び被災地への流入規制のための通行禁止区域または通行

制限区域(以下「通行禁止区域」という)を設定し、交通整理または

交通規制を行う 

イ 流入規制のための交通整理または交通規制を行う場合には、隣接都

県と連絡を取りつつ行う 

ウ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等に

おけるインターチェンジ等からの流入を禁止する 

緊急交通路 

のための 

交通規制 

○災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害発生

することが予想され住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救

出・救護、消防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心とな

るので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76 条第 1 項の規

定に基づき緊急通行車両以外の通行を禁止または制限する 

道路管理者等 

への通知及び

要請 

○緊急交通路を確保するための通行の禁止または制限を行う場合、関係公

安委員会、道路管理者等への通知を速やかに行う 

○緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害

となることにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれが

あるときに必要と認める場合は、港湾管理者又は漁港管理者に対し、そ

の道路の区間において車両その他の物件を付近の道路外へ移動させる

などの措置命令を行うことを要請 

警察官の措置 

○緊急交通路において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害と

なることにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあ

るときは、必要に応じて当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動さ

せるなどの措置命令を行う 
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（２）交通情報等の収集  

○大磯警察署を含む県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通

対策を迅速・的確に実施するため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、

交通監視カメラ等を活用し、情報を収集します。 

○大磯警察署を含む県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板､立看板､携帯用

拡声器等を利用して積極的な現場広報に努めます。また、広報担当者は、テレビ、

ラジオ、広報車等あらゆる広報媒体を使用して周知に努めるほか、航空機による広

報、あるいは必要に応じて町の協力を求めます。 

 

（３）緊急車両の調達・確認  

○災害時の食料や救援資機材の輸送、負傷者や災害活動要員等の輸送に必要な緊急車

両は、町が所有する全車両を最大限あてるほか、神奈川県トラック協会の協力で車

両を確保しますが、不足する場合は、県に応援要請を行います。 

特に災害時の被災者避難のための輸送や救助の実施に必要な人員と救助物資輸送の

迅速・円滑な実施のため、所要の車両等を確保し万全を期します。 

○町は、町所有車両の全面的活用と町内の輸送業者と住民の協力を依頼し、輸送力を

確保します。 
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４-１１.警備・救助対策 

（１）陸上における警備・救助対策  

○大磯警察署を含む県警察は、災害が発生、または発生するおそれがある場合は、警

備体制を早期に確立し、警察の総力を挙げて人命の安全を第一とした迅速・的確な

災害応急対策を実施することにより、町民の生命・身体及び財産の保護、交通秩序

の維持、各種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における

治安の万全を期します。 

 

１）警備体制の確立  

○大磯警察署を含む県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表

された場合、あるいは、大規模地震が発生した場合には、警察本部に神奈川県警

察災害警備本部を、大磯警察署に警察署災害警備本部を設置して、指揮体制を確

立します。 

○大磯警察署を含む県警察は、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様

に応じて迅速・的確な部隊運用を行います。 
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２）陸上災害応急対策  

○大磯警察署を含む県警察は二宮町災害対策本部等関係機関と連携して、次の対策

を実施します。 

■陸上の災害応急対策 

警報等の伝達 

○災害に関する警報を認知した場合、その内容、情報等を分析・検討し、

必要がある場合は、町民に対する広報を行う 

○また、当該警報等の緊急性、町の体制等を勘案し、要請のあった場合、

または災害警備上必要がある場合は、町の行う警報等の伝達に協力 

情報の 

収集･連絡 

○災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により関係機

関に連絡 

救出救助活動 

○把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊、広域緊急援助隊等の部隊を

被災現場に出動させ、町及び消防等の防災関係機関と協力して被災者の

救出救助活動を実施 

○また、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り現場活動に

関する調整 

避難指示等 
○警察官は、災害対策基本法第 61 条または警察官職務執行法第 4 条によ

り、避難の指示または避難の措置を講ずる 

交通対策 

○被災地における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行

われるよう、被災規模･状況に応じて一般車両の通行を禁止する区域及

び通行を制限する区域を設定し緊急交通路の確保など必要な交通規制

を実施 

危険物等対策 

○大規模災害等発生時に、危険物施設、火災原因となるおそれのある薬品

を管理する施設、ボイラー施設等の危険箇所について、消防と綿密に連

携し、速やかに大規模な火災、有害物質の漏えい、爆発等の発生の有無

の調査を行い、状況に応じて、施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘

導や交通規制等災害の拡大を防止するための的確な措置を行う 

防犯対策 

○被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や援助物資の搬送

路及び集積地における混乱、避難所におけるトラブル等を防止するた

め、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避難所等の定期的

な巡回等を行う 

○また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、

粗暴犯、暴力団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地

の社会秩序の維持に努める 

○さらには、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に

努めるとともに、災害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び国民

に対する適切な情報提供を行うなど、社会的混乱の抑制に努める 

ボランティア 

等の連携 

○自主防災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 

広域応援 
○県公安委員会は、発生した災害の規模に応じて、速やかに広域緊急援助

隊の援助要請を行う 
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（２）海上における警備・救助対策  

○横須賀海上保安部湘南海上保安署を含む第三管区海上保安本部は、風水害が発生し

た場合は、海上での人命・財産の保護や救助と治安の維持に当たります。 

 

１）災害応急体制の確立  

○横須賀海上保安部湘南海上保安署を含む第三管区海上保安本部は、風水害等が発

生した場合は、災害応急対策を統一的強力に推進するため、災害の態様に応じて

組織の編成と職員の動員を行います。 

 

■横須賀海上保安部湘南海上保安署を含む第三管区海上保安本部が実施する応急対策 

警報等の伝達 

○高潮や台風等に関する情報を入手したときは、直ちに安全通報により航

行中の船舶に周知するとともに、船艇・航空機の巡回で、磯釣り客・港

湾等工事関係者等への周知に努める 

情報の 

収集･連絡 

○関係機関等と密接な連絡をとり、船舶、港湾施設等の被災状況等の情報

を積極的に収集する 

救出救助 

活動等 

○船舶の海難・人身事故等が発生したときは、速やかに船艇・航空機や特

殊救難隊が捜索救助を行う 

○傷病者・医師・避難者等や救援物資の緊急輸送要請があったときは、速

やかにその要請に応じる 

○飲料水・食料等の救援物資の輸送は、その輸送の緊急度や他の風水害等

災害応急対策の実施状況を考慮してその要請に応じる 

安全確保 

取締り等 

○船舶や海洋施設その他の施設から海上に大量の油が排出されたときは、

船舶・航空機で排出油の状況等を総合的に把握し、作業方法等防除作業

の実施に必要な事項を指導する 

○海上交通安全確保のため、船舶交通の危険が生じたり、生ずるおそれが

あるときは、必要に応じて船舶交通の制限や禁止を行う 

○危険物積載船舶の保安は、関係機関等と密接な連絡をとり、必要に応じ

て移動を命じたり、航行の制限や禁止を行う 

○海上での治安維持のために、巡視船艇を災害発生地域の海域に配備し、

犯罪の予防・取締まりを行う 
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４-１２.ライフラインの応急復旧活動 

（１）上水道施設  

○災害時における上水道施設の応急復旧は、県企業庁の「企業庁災害対策計画」に基

づき、復旧作業を進めます。 

 

１）町民等への広報  

○県企業庁は、災害発生時において、上水道施設の被害状況、復旧の進捗状況など

の情報を企業庁ホームページに掲載するとともに、町に被害情報を提供し、広報

を依頼します。 

○町は、県企業庁からの広報依頼を受け、速やかに町民等に上水道施設の被害状況、

復旧の進捗状況などについて、広報活動を実施します。 

２）応急復旧  

○県企業庁は、被災者の生活に欠かすことのできない上水道施設を復旧し、一日も

早く給水装置を通じて給水できるようにするため、災害時における応急復旧工事

の協力に関する協定等を締結している管工事事業者の組合等の協力を得て上水道

施設の応急復旧を行います。 

○県企業庁は、応急復旧に必要な資機材は、災害用備蓄倉庫内に保管している災害

用備蓄材や協定を締結している管材メーカー、他県の水道事業体から調達します。 

 

■応急復旧優先順位 

ア 浄水場から配水池までの主要配水管を優先的に復旧し、配水池確保水量の補給を行いま

す 

イ 配水池からの主要配水管路と配水池近くの配水管路の復旧を行います 

（広域避難所等への給水に必要な配水管路などの緊急を要するものを含みます） 

ウ 配水管の復旧進捗状況にあわせ給水装置の復旧を行います 

給水装置復旧は､配水管の復旧進捗状況により､次の施設を優先して復旧作業を行います 

(ｱ) 災害医療拠点病院 

(ｲ) 人工透析治療施設 

(ｳ) 避難所施設 

(ｴ) 重症重度心身障害児(者)施設 

(ｵ) 特別養護老人ホーム等の福祉施設 

(ｶ) 公共施設 

エ 被害状況によって、主要管の応急措置が困難なときは、仮設管を布設します 
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（２）下水道施設  

○下水道施設の被害に対し、汚水・雨水の疎通に支障のないように応急措置を講じ、

排水の万全を期します。 

 

１）町民等への広報  

○町は、県流域下水道整備事務所等関係機関と連絡を密にして、下水道施設の被害

状況と復旧状況等について、住民に広報を行います。 

２）応急復旧  

○下水管渠の被害には、汚水・雨水の疎通に支障のないように迅速に応急措置を講

じるとともに、本復旧の方針をたてます。枝線の被害は直ちに本復旧し、幹線の

被害は、箇所ごとの被害程度に応じて応急復旧や本復旧を行います。 

 

（３）電力施設（東京電力パワーグリッド㈱）  

○東京電力パワーグリット㈱は、災害発生時には、二次災害の発生を防ぎ速やかに応

急復旧を行い、生活関連施設としての機能を維持することとしています。 

 

１）町民等への広報  

○感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況・復旧予定等につ

いて、各報道機関等を通じて広報します。 

２）危険予防措置  

○災害時においては、原則として送電は維持しますが、円滑な防災活動を実施する

ため、警察、消防機関等からの送電停止の要請があった場合には、適切な危険予

防措置を講じます。 

３）応急復旧  

○災害復旧の実施に当たっては、原則として人命に関わる箇所、官公署、報道機関、

医療施設、避難場所等を優先します。 
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（４）ガス施設  

○小田原ガス㈱は、災害でガス施設に被害が生じた場合は、二次災害発生防止ととも

に、速やかに応急復旧を実施し、社会公共施設の機能を維持することとしています。 

○ＬＰガス業者は、都市ガス業者同様、必要な応急復旧措置を講じます。 

 

１）町民等への広報  

○災害時には、住民の不安除去や波及的災害事故防止を図るため、ガス設備の被害

状況・復旧の現状・見通し等について、サービス巡回車での巡回広報のほか、町・

警察署・消防署等の防災関係機関、各報道機関を通じて広報します。 

２）危険予防措置  

○災害時においては、所内設備等の点検や被害状況把握といった初動措置を行い、

二次災害防止のため、供給継続地域・供給停止地域を迅速に判断し、ガス遮断の

緊急措置をとります。 

３）応急復旧  

○災害発生時初動措置の後、速やかにガス導管の折損や漏えい箇所の応急修理やガ

ス導管の排水作業の早期実施といった応急復旧措置をとります。 
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（５）電話(通信)施設 

（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ㈱）  

○災害が発生した場合には、情報の収集伝達及び応急対策が実施できる体制をとり、

早期に被災状況を把握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現

状復旧までの間の維持に必要な補強、整備工事などの応急復旧対策を行います。 

 

１）町民等への広報  

○災害時通信の途絶や利用制限を行った時は、通信途絶や利用制限の理由とその内

容、災害状況と復旧の見込み等について、各報道機関等を通じて広報します。 

２）応急復旧  

○災害復旧の実施にあたっては、原則として治安、救援等の最重要機関及び防災機

関を優先します。 

○通信施設に被害が生じた場合、または異常輻輳等の発生により、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、重要通信を確保するため、

通信の利用制限、非常通話・緊急通話の優先確保、無線設備、移動基地局車によ

る措置、避難所への災害時用公衆電話(特設公衆電話)の臨時設置、災害用伝言ダ

イヤル「171」等及び携帯電話での災害用伝言板の運用開始、回線の応急復旧、災

害対策用携帯電話の貸出しなどの応急措置を実施します。 

○災害時用公衆電話(特設公衆電話)の臨時設置に当たっては、被災者の利用する避

難所を優先します。 
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４-１３.災害廃棄物等の処理対策 

（１）災害廃棄物対策に関する体制の整備と連絡体制の確立  

○町と県は、神奈川県災害廃棄物処理計画や町の災害廃棄物処理計画等に基づき、災

害廃棄物対策に関する体制の整備を図るとともに、相互間の連絡体制を確立します。 

 

（２）被災情報の収集等  

○町は、発災後速やかにし尿処理施設及びごみ処理施設等の被災状況を把握し、県へ

報告します。 

 

（３）し尿処理  

○町は、し尿の発生量を推計するとともに、仮設トイレを設置します。また、仮設ト

イレの設置状況及びその使用方法等について、住民に周知します。 

○県は、市町村の仮設トイレの設置状況及び市町村が推計したし尿の発生量を把握し、

取りまとめます。 

○町は、計画的に仮設トイレの管理及びし尿の収集・処理を行います。仮設トイレが

不足する場合や、し尿の収集・処理が困難な場合は、県又は民間事業者団体に支援

を要請します。 

○県は、把握した情報をもとに支援の必要性を検討するとともに、町から支援要請を

受けた場合は、支援可能な市町村や民間事業者団体、他都道府県等に支援を要請し

ます。 

 

（４）生活ごみ処理  

○町は、民間事業者団体や他市町村からの応援を含めた収集運搬及び処理体制を速や

かに確保し、処理を行います。また、発災後、速やかに避難所ごみの収集運搬を開

始するとともに、仮置場には搬入せずに既存処理施設で処理を行います。収集・処

理が困難な場合には、県又は民間事業者団体に支援を要請します。 

○県は、市町村の処理状況等を把握し、支援の必要性を検討するとともに、支援要請

を受けた場合は、支援可能な市町村や他都道府県等に支援を要請します。 

 

（５）災害廃棄物処理  

○町は、「二宮町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、処理を行います。 

○県は、市町村の仮置場の設置状況を把握するとともに、市町村からの要請に応じて、

県有地の仮置場利用について調整します。 
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４-１４.被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 

（１）被災者への情報提供  

○防災関係機関と連携して流言飛語等による社会的混乱を防止し、住民等の心の安定

を図るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するた

め、正確な情報の速やかな公表と伝達、広報活動に努めます。また、避難所以外で

避難生活を送る方や、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在が

把握できている広域避難者に対しても物資等が提供されるように努めます。 

○発災時・避難救援期・応急復旧期・復興期に対応して、被災者が必要とする情報を

十分把握し、被災者に以下の情報等を、防災行政無線等の情報伝達手段によるほか、

報道機関等の協力を得て的確に提供するよう努めます。その際、要配慮者にも配慮

した伝達も行います。 

■情報提供の内容 

ア 気象、被害の状況 

イ 二次災害の危険性に関する情報 

ウ 安否情報 

エ ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況 

オ 医療機関等の生活関連情報 

カ それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

キ 交通規制等に関する情報 

ク その他必要な情報 

○民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の

活用に努めます。 

○インターネット等を利用して 24 時間情報を提供する体制を整備します。なお、避難

場所にいる被災者は、情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に

関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされる

よう努めます。 

○被災者の安否情報について住民から紹介があった場合は、被災者等の権利利益を不

当に侵害することのないように配慮しつつ、可能な限り安否情報を回答するように

努めます。なお、被災者の中に配偶者からの暴力等を受け、加害者から追跡されて

危害を受けるおそれのある者等が含まれる場合は、その個人情報の管理を徹底しま

す。 

 

 

 

 

 



                                  風水害等被害対策編   

 風-86

 

（２）災害相談の実施  

○地域の被災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、県と相互に連

携して臨時災害相談所を設け、発災直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応

した総合的な相談活動を実施します。 

○相談等は、職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティアの協

力のもと、外国人への対応についても配慮しながら、広域的かつ総合的に行います。 

○災害相談の内容は、発災時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料・

飲料水・衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活や心の悩み相談、

仕事の再開相談、復興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応するとともに、

女性や外国人が相談しやすい窓口の設置も検討します。 

 

（３）応急金融対策の実施  

１）民間金融機関への措置  

○日本銀行横浜支店は、民間金融機関への措置として、以下に掲げる措置を行います。  

■銀行券の発行ならびに通貨及び金融の調節 

通貨の円滑な

供給の確保 

○日本銀行横浜支店は、被災地における金融機関の現金保有状況の把握に

努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時に発行元銀行券を寄託

し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図るほか、金融機関の所

要現金の確保について必用な措置を講ずるなど、通貨の円滑な供給の確

保に万全の措置を講じます 

○なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについて

は、状況に応じ職員を現地に派遣する等必要な措置を講じます 

現金供給のた

めの輸送、通信

手段の確保 

○日本銀行横浜支店は、被災地における現金供給のため緊急に現金を輸送

しまたは通信を行う必要があるときは、関係行政機関等と密接に連絡の

うえ、各種輸送、通信手段の活用を図ります 

通貨および 

金融の調節 

○日本銀行横浜支店は、災害発生時等において、必要に応じ適切な通貨お

よび金融の調節を行います 

■資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

決済システム

の安定的な運

行に係る措置 

○日本銀行横浜支店は、災害発生時において、金融機関の間で行われる資

金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融ネットワー

クシステムその他の決済システムの安定的な運行に係る措置を実施し

ます 

また、必要に応じ、関連する決済システムの運営者等に対し、参加者の

業務に支障が出ないように考慮し適切な措置を講ずることを要請しま

す 

資金の貸付け 

○日本銀行横浜支店は、災害発生時等において、金融機関の間で行われる

資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、資金の貸付けを行いま

す 

 



二宮町地域防災計画                                    

 風-87

 

■金融機関の業務運営の確保に係る措置 
○日本銀行横浜支店は、関係行政機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業開始を行い

得るよう必要な措置を講じるほか、必要に応じて金融機関に対し、営業時間の延長または

休日臨時営業の実施に配慮するよう要請します 

○日本銀行横浜支店は、災害の状況に応じて、必要な範囲で適宜営業時間の延長及び休日臨

時営業を行います 

  

○関東財務局横浜財務事務所と日本銀行横浜支店は、被災地の便宜を図るため、金融

機関に対し、以下に掲げる措置をとるよう要請します。 

■金融機関による金融措置の実施に係る要請 
ア 災害関係の融資に関する措置 

･災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出

の迅速化、貸出金の返済猶予など災害被災者の便宜を考慮した措置を講じること 

イ 預金の払戻及び中途解約に関する措置 

･預金通帳、届出印鑑等を滅(紛)失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認

方法をもって預金者であることを確認して払戻に応じること。 

･また、事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しや、当該預金等を担保とす

る貸出に応じること 

ウ 手形交換、休日営業等に関する措置 

･災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合い

のうえ取立ができることとすること 

･災害のため支払いがきでない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止に対

する配慮を行うこと 

また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮するこ

と 

･休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること 

また、窓口における営業ができない場合でも、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上

で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を

講じること 

エ 損傷した紙幣や貨幣に関する措置 

･損傷した紙幣や貨幣の引換えに応じること 

オ 営業停止等における対応に関する措置 

･営業停止等の措置を講じた営業店舖名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営

業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨

を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること 

 

○各種金融措置に関する広報として、関東財務局横浜財務事務所と日本銀行横浜支店

は、金融機関および放送事業者と協力して速やかにその周知徹底を図り、人心の安

定及び災害の復旧に役立てます。 
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２）日本郵便㈱(二宮郵便局の措置)  

○災害時において郵便局長は、被災地の郵便局における被災者の緊急な資金需要その

他の被災事情を考慮し、次のとおり非常取扱を行います。  

■日本郵便㈱における非常取扱 
【為替貯金業務関係】 

・郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び年金恩給等の為替貯金業務についての一定の金額の範

囲内における非常払渡し及び非常貸付け並びに国債等の非常買取りを行います 

【簡易保険業務関係】 

・簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払、保険料振込猶予期間の延伸等を行います 

 

（４）物価の安定、物資の安定供給  

○食料をはじめとする生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、事業者による買

い占め・売り惜しみが生じないよう、必要に応じ要請等を行うとともに、小売店舗

等が、発災後速やかに営業が開始できるよう、必要な体制の整備に努めます。 
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４-１５.広域的応援体制 

（１）応援要請  

○町長は、災害応急対策の実施に地方自治体等の応援が必要と認められるときは、災

害対策基本法等の関係法令や相互応援協定に基づき応援を要請します。応援要請の

種別は次のとおりです。 

■応援要請の種別 

要請先 要請の内容 根拠法令等 

指定地方行政機関の長 

 

県知事 

当該指定地方行政機関の職員

の派遣要請 

ア 指定地方行政機関の職員

の派遣のあっせん要請 

イ 他の地方公共団体の職員

の派遺のあっせん要請 

ウ 応援要求及び応急措置の

実施要請 

エ 職員の派遣要請 

災害対策基本法第 29 条第 2 項 

災害対策基本法第 30 条第 1 項 

災害対策基本法第 30 条第 2 項 

災害対策基本法第 68 条第 1 項 

地方自治法第 252 条の 17 第 1 項 

消防組織法第 44 条第 1 項 

神奈川県内消防広域応援実施計画 

他の市町村長等 

ア 応援の要請 

イ 職員の派遣要請 

災害対策基本法第 67 条第 1 項 

地方自治法第 252 条の 17 第 1 項 

消防組織法第 39 条第 1 項 

水防法第 23 条第 1 項 

神奈川県下消防相互応援協定 

○なお、応援要請者は、災害対策本部長(町長)とし、連絡責任者及び応援要請の手続

きは、「職員初動指針」に基づく体制にて実施します。 

○県内の他市町村長への応援要請を行うに当たっては、県湘南地域県政総合センター

に調整を依頼します。 

 

（２）自衛隊の派遣要請  

○町長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、県知事に対して、

自衛隊の派遣要請を要求します。 

○町長は、通信の途絶等により県知事への要請ができない場合は、「災害対策基本法」

第 68 条の 2 第 2 項に基づき、防衛大臣、又は地域担任部隊の長(第１師団長)に対し

て、その旨及び災害の状況を通知します。町長は、この通知をしたときは、速やか

に、その旨を県知事に通知します。 

○なお、町長不在の場合は、副町長が代行します。 
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（３）防災関係機関との相互協力  

○町は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、平素から防災関係機関と連絡を密に

し、災害時の協力体制を確立しておきます。 

防災関係機関は、災害対策本部が設置された場合は、情報の収集・交換など連絡を

密にし、迅速・適切な応急措置をとるため連絡員の派遣等の措置をとります。 

町、防災関係機関と防災関係機関相互の応援等は、災害対策本部へまずは口頭か電

話(無線)で要請し、後日文書で処理します。 

 

（４）自主防災活動等  

○町では、自治会等を母体とした住民の自主的防災組織としての自主防災組織の育

成・指導を推進しています。これら自主防災組織を対象に、災害時の協力業務・協

力方法や活動の限界など周知徹底、相互協力体制の整備・確立を図ります。 

■自主防災組織の協力業務等 

協力業務 

ア 住民の安否確認に協力すること 

イ 異常現象・災害危険箇所発見等の場合、町や防災関係機関に通報すること 

ウ 災害情報を区域内住民に伝達すること 

エ 要配慮者等の安全確保に協力すること 

オ 避難誘導、避難所内被災者への救援活動に協力すること 

カ 被災者への炊出し・救援物資の配分等に協力すること 

キ 被災区域内の秩序維持に協力すること 

ク 被害状況調査に協力すること 

ケ 火災発生時の初期消火に協力すること 

コ 倒壊家屋からの負傷者の救出救助活動に協力すること 

サ 負傷者の応急手当活動に協力すること 

シ その他の災害応急対策業務に協力すること 

協力方法 

○発災直後の初動活動は、それぞれの組織に定める活動体制に基づいて、自主

的に必要な応急対策を実施 

○町と防災関係機関の応急対策が開始された後は、前記協力業務の補助活動と

して応急業務に協力 

 

（５）広域応援の受入れ  

○町は、広域応援活動拠点を開設し、広域応援部隊(自衛隊、県消防広域応援隊、広域

緊急援助隊、緊急消防援助隊)等の受入体制を整えます。 

○町と県は、広域応援活動拠点相互の連携を図り、災害応急活動を実施します。 

○県は、町からの応援要請に基づき広域応援部隊との広域応援活動の調整を行います。 

■広域応援活動拠点での災害応急活動実施対策 

ア 備蓄防災資機材・物資の配分、搬送調整 

イ 救援物資の受入れ、配分及び搬送調整 

ウ 協定物資の受入れ、配分及び搬送調整 

エ 輸送車両・ヘリコプターの誘導、物資の搬送調整 

オ 救援・復旧等対策に携わる災害応急活動要員等の集結、待機、出動調整 

カ その他必要な災害応急活動 
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４-１６.災害救援ボランティアの支援活動 

（１）災害ボランティアセンターの設置  

○町及び二宮町社会福祉協議会は、それぞれの実情に応じて、発災後速やかに、緊密

な協働・連携のもと、災害ボランティアセンターを設置します。 

○災害ボランティアセンターは、社会福祉協議会事務所内に設置するものとし、町は、

必要な資機材の調達支援等を行います。 

○災害ボランティアセンターの開設及び開設後の運営等については、町と町社会福祉

協議会が協議し、別に定めることとします。 

■災害ボランティアセンターの主な役割 

ア 被災地･被災者のボランティアニーズ情報の収集･発信 

イ 災害救援ボランティアの受入れとコーディネート 

ウ 災害救援ボランティアへの資機材等の提供等の活動支援 

エ 町域内外の災害救援ボランティア団体・行政機関と、自主防災組織等との連絡調整 

 

（２）災害ボランティアの受入れ  

○町は、関係団体等と協力し、災害救援ボランティアに対する活動場所や、必要に応

じ、資機材・宿泊場所等の提供あるいはそれらの情報提供により、活動の円滑な実

施が図られるよう支援に努めるものとします。 

また、消防機関においても、元消防団員等の経験や能力を有した災害救援ボランテ

ィアとの連携に努めるものとします。 

○県外からの支援の受入れについては、県と連携し、迅速に受入体制を整えるととも

に、最大限の便宜を図ることとします。 
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４-１７.災害救助法関係 

（１）災害救助法の適用  

○災害救助法による救助は、災害時の飲料水・食料・医療等の応急的・一時的救助を

行うことで、被災者の生活の保護と社会秩序の保全を目的に実施するものであり、

町長は、町内における災害の程度が、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、

または該当する見込みがある場合は、直ちにその旨を県知事に報告し、この法律に

基づく救助を要請します。 

○災害救助法は、同法施行令第 1 条第 1 項の定めるところにより、被害の程度が次の

各号のいずれかに該当する場合に適用されます。 

■災害救助法の適用基準 

ア 町内の住家滅失世帯数が 50 以上 

イ 県内の住家滅失世帯数 2,500 以上になり、なお、町内の住家滅失世帯数が 25 以上 

ウ 県内の住家滅失世帯数が 12,000 以上になり、なお、町内で多数の世帯の住家が滅失 

エ 災害が隔絶した地域で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あって、多数の住家が滅失した場合 

オ 多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれがある場合 

注：住家の滅失した世帯、すなわち全壊(焼)、流出等の世帯を標準としているので、半壊半焼等著

しい損傷を受けた世帯については、2 世帯で 1 の世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、

一時的に居住不能となった世帯については、3 世帯で 1 の世帯とみなす。 

 

（２）災害救助法の適用手続  

○災害に際し、町内の災害が前記の「災害救助法の適用基準」のいずれかに該当、ま

たは該当する見込みがあるときは、当該市町村長（救助実施市の長を除く。）は、直

ちに次の事項を県知事に報告し、災害救助法の適用を要請します。 

○市町村長（救助実施市の長を除く）は、災害の事態が急迫して、県知事からの救助

を待つことができないときは、町長は、県知事が行う救助の補助として災害救助法

の規定による救助に着手し、その状況を事後速やかに県知事に報告します。 

○県知事が下記の救助の一部を町長が行うことを通知したときは、町長は、当該救助

を実施します。 

■災害救助法による救助の種類 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

エ 医療及び助産 

オ 被災者の救出 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 学用品の給与 

ク 埋葬 

ケ 死体の捜索 

コ 死体の処理 

サ 障害物の除去 

シ 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 
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第５章 復旧・復興計画 
 大規模災害等では、町民の身体・生命・財産はもとより、生活基盤等に直接の被害だ

けでなく、その被災規模が大きいため、その爪痕は社会経済活動に長期間の影響を与え

続けます。災害後の生活再建、街の復興に加え経済活動の復興を早期に実現するには、

町や町民、地域コミュニティ、国・県などの行政機関が協働して、復興対策に取り組む

ことが必要です。 

そこで、あらかじめ復興の考え方や復興対策の内容を整理し、災害後の迅速な復興対

策ができるよう位置づけるものです。 

 

５-１.復興体制の整備 

（１）災害復興本部の設置  

○町は、地域や生活基盤の復興、生活再建や地域経済の復興を支援するために、町民

に町の取組姿勢を示すとともに、復興政策に係る方針に基づき、各担当が連携して

取組を進める必要があることから、通常の行政組織とは別の全庁的な体制を組織す

る必要があり、被災状況から今後、広範囲で長期的な復興の政策課題が予想される

時は、発災後１週間を目途に、災害復興本部を設置します。 

 

■災害復興本部と関連組織 

災害復興本部 本部長：町長 副本部長：副町長 本部員：教育長、各部長 

災害復興推進事務局 

(仮称) 

○災害復興本部の事務局として設置し、災害復興本部各部の連絡調

整を行うとともに、災害復興本部会議の運営等の調整を行う 

災害復興本部会議 
○復興政策決定機関として、復興の基本方針や復興計画の策定等を

決定するとともに、復興事業の調整、進行管理等の結果を報告 

連絡調整会議 
○復興対策、復興事業の実施に関して、各部課間で調整が必要な課

題を、効率的・合理的に解決するため、必要に応じて設置 

災害復興専門委員会 

(仮称) 

○災害復興本部が策定する復興計画について、その理念等を検討

し、提言する機能を持つ諮問機関 

○学識者、各界団体代表、町民代表などで構成 
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（２）人的資源の確保  

○本格的な復旧作業や災害復興事業では、通常業務に加えて膨大な事務執行が長期間

にわたり必要になります。したがって、被災職員の減員もある中、特定分野や職種

で人員不足が予想されますので、特に人材を必要とする部門では、関係部課と協議・

調整し、弾力的にまた集中的に人員配置を行うとともに、それでもなお不足を補い

きれない場合には、臨時職員等の雇用を行います。 

 

１）派遣職員の受入れ  

○不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、応急対策職員派遣制度

等に基づき、職員の派遣やあっせんの要請を行い、職員を受け入れます。その際、

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮す

るとともに、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底します。 

２）専門家の支援受入れ  

○災害後は、土地の測量、登記、建築、不動産評価などの土地に関する法律的な問

題など、さまざまな問題が発生し、専門的サービスの提供が求められることが予

想されるので、この問題について、弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、

税理士、通訳などの専門家に支援要請し、支援を受け入れます。 

○「災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定」に基づき、生活再

建に係る各種支援の前提となる住宅等の被害の程度を認定する調査等への協力を

神奈川県土地家屋調査士会に要請します。 

 

３）情報提供  

○行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理し、

ホームページや広報紙等を利用して提供します。 
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５-２.復興対策の実施 

（１）復興に関する調査 
 

○詳細に被災状況を把握し、市街地や都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、

応急住宅対策、生活再建支援、地域経済復興など復興対策と復興対策に係る応急対

策を迅速・的確に行うため、復興に関する調査を行います。 

 

■復興に関する調査 

調査項目 内 容 

被災状況 
調査 

○県は、災害情報管理システムなどを通じて、市町村から被害情報等を収集
し、また、防災関係機関等からの情報収集にも努め、被害状況等を取りま
とめます。 

○町は、建築物、都市基盤施設等の被害概要について、調査を実施し、結果

を県に報告します。 

法制度の適用に関

する調査 

○県は、市町村から収集した情報を内閣府に報告し、災害救助法の適用につ
いて検討の上、決定します。 

また、公共土木施設、農林水産業施設、公立学校施設などに関して、災害復

旧事業に関する調査を実施し、財政的な援助につなげます。 

住宅の復興対策 
に関する調査 

○町は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といっ
た被災地全体の建築物の被災状況の調査を行い、その結果を整理して県に
報告します。また、個々の被災者の被害の状況や、各種の支援措置の実施
状況、配慮を要する事項等を、一元的に集約した被災者台帳を作成し、総
合的かつ効果的な支援の実施に努めます。 
県は、市町村の行う調査に対し職員の派遣を行うとともに、必要に応じて、
国や他の自治体に対して、応援職員の派遣を要請します。 
市町村は、住宅の復興対策を効果的に行うために、応急仮設住宅の建設戸
数調書を作成し、県に報告します。 

○県は、市町村でとりまとめた結果と被災者の実態をもとにして、災害公営
住宅の必要量及びその他必要となる住宅対策について把握します 

○町は、全壊、半壊といった被災地全体の建築物の被災状況の調査を行い、
その結果を整理して県に報告します。県は、市町村の行う調査に対し職員
の派遣を行うとともに、必要に応じて、国や他の自治体等の協力を得なが
ら、派遣要請等を行います。 
なお、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を
早期に実施するため、災害による住宅等の被害の程度の認定や罹災証明書
の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等の被害の程度を認定し、被災者
に罹災証明書を交付します。 

○町は、住家等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災

者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用するなど、

適切な手法により実施します。 

生活再建支援 
に関する調査 

【離職者に関する調査】 
○雇用対策のため、地域経済の被災状況を把握するとともに、雇用保険求職

者給付の対象となる被災離職者の調査を行い、離職者の特性等についても
把握します。 

【その他生活再建に関する調査】 
○町と県は、要配慮者の被災状況や地域での医療需要、医療機関の再開状況

の把握、社会福祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、

その他の生活再建に必要となる被災状況を調査します。 

地域経済復興支援 
に関する調査 

○町と県は、被災地全体の概要把握や特に中小企業の工場や商店街の商店等
の被災状況は、生活再建支援策と密接に関連するので、可能な限り綿密に
調査を行います。 

【事業所等の被害調査】 
○町は、震災直後の緊急対応や復興に向けての施策検討のため、業種別、規

模別被害額や工場、商店、農地・農林水産業等の被害調査を行います。 
○県は、市町村と商工団体が共同で作成した事業継続力強化支援計画等に基

づき収集した中小企業の被害状況について、速やかに把握します。 
【地域経済影響調査】 
・町は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況、事業停止期間の

把握、取引状況の調査等を行い、地域経済への影響を把握します。 

復興の進捗状況 
モニタリング 

○復興対策は長期にわたるため、その進捗状況は時間や地域によって異なる

ことから、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建

の度合い、失業率、将来への意向等を復興状況等に応じて的確に調査し、

必要に応じて復興対策や復興事業を修正します。 
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（２）復興計画の策定  

○町と県は、大規模災害等で地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合

には、被災地の再建は高度で複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実

施し、多くの関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を推進するため、「復興計

画」を策定します。 

 

■復興計画策定のプロセス 

ア 復興計画の策定に当たっては、震災復興本部長は震災復興専門委員会(仮称)の意見聴取

等を踏まえ、関係局において案を作成します 
 

イ 復興計画には、町民の意見を反映するとともに、県や関係機関にも意見を求め、意見を

集約後、分野別復興計画、県の復興計画等との整合を図り、案を策定します 
 

ウ 災害復興本部長は、復興本部会議の審議を経て、復興計画と分野別復興計画を決定し、

公表します 
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１）復興の基本方針の策定  

○復興の基本方針では、復興理念（スローガン）の設定、復興の基本目標等を設定

します。 

２）分野別復興計画の策定  

○社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建には、市街地整備だけで

なく、産業振興、福祉、教育等広範な分野にわたる事業展開の必要があるので、

都市･住宅･産業復興や生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野では、分野

別復興計画を策定するとともに、策定に当たっては、各計画の整合性を図ります。 

３）復興計画の策定  

○復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、復興計画案を作成します。

復興計画案について、県民、市町村、関係機関、団体等の意見を聞き、復興計画

を作成します。復興計画策定に当たっては、県の総合計画との整合のほか、次の

点を踏まえる必要があります。 

・被災教訓の反映（再度被災しないための防災性向上の必要性） 

・復興施策の優先順位の明確化 

○また、策定に当たっては、市町村や関係機関、県民等の意見の反映に努めます。

その際、県外に避難している被災者の意見把握にも留意する必要があります。 

■復興計画において規定する事項 

ア 復興に関する基本理念 

イ 復興の基本目標 

ウ 復興の方向性 

エ 復興の目標年 

オ 復興計画の対象地域 

カ 分野別の復興施策の体系 

キ 復興施策や復興事業の事業推進方策 

ク 復興施策や復興事業の優先順位 

４）復興計画の公表  

○町民や県など協働・連携して復興対策推進のため、町ホームページ・広報紙・新

聞・ラジオ・テレビ等で施策を具体的に公表します。 
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５-３.復興財源の確保 

（１）財政方針の策定  

○被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需

要見込を算定します。 

○また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れる

よう、機動的かつ柔軟な予算執行や編成を行うこととします。 

 

（２）財源確保対策  

○復旧・復興対策に要する経費は、災害復旧に係る補助等、十分な支援を国や県へ要

望していきます。 

○災害復旧事業債等の起債による財源の確保に努めるほか、「二宮町災害対策基金」の

活用を検討します。 
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５-４.市街地復興 

○被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって自ら

立ち上がっていくことが必要となります。 

○市街地復興の決定に当たっては、まず、被災地区の被災状況、地域の従前の基盤施

設の整備状況、既存の長期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等をも

とに迅速な復旧を目指し、かつ、どのようにして災害に強いまちづくりを行うかと

いった中・長期的な計画的市街地復興方策を検討します。 

○さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方

針、目的、手法等を決定し、災害に強いまちの形成やより快適な都市環境の形成を

図ります。 

○特に市街地の防災性の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる現

状復旧ではなく、合理的かつ健全な市街地の形成や都市機能の更新を図っていきま

す。 

 

（１）都市復興基本方針の策定  

○町は、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況、既定の長期計画・

広域計画における位置づけ等を踏まえ、原状復旧を行う地区とするか、計画的復興

地区とするのかを検討して基本方針を策定し、公表します。 

 

（２）被災市街地復興推進地域の指定  

○「被災市街地復興特別措置法(平成 7 年法律第 14 号)」第 5 条第 1 項に基づき、大規

模な風水害・火災・その他の災害を受けた市街地について、その緊急かつ健全な復

興を図るため、都市施設及び住宅等の被害状況等を把握し、的確な面的整備手法を

勘案して復興方針を公表し、建築行為等の制限等を実施するとともに迅速に良好な

市街地の形成と都市機能の更新を図るため、都市計画決定の手続きに基づき、被災

市街地復興推進地域を指定します。 
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（３）建築制限の実施  

○町と県は、都市計画区域内の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整

理等による本格的な復旧・復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになる

ような無秩序な建築行為を防ぐことを目的として、「建築基準法」等に基づき区域を

設定し、建築制限を実施します。 

この場合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設します。 

 

（４）都市復興基本計画の策定、事業の実施  

○町と県は、町民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設

の整備方針、市街地復興の基本方針など、具体的な復興施策を示す「都市復興基本

計画」を策定するとともに、町は、復興対象地区ごとに、「地区復興都市計画」を策

定します。 

 

（５）仮設市街地対策  

○町と県は、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建

設、応急仮設住宅の建設等により、住民の他地域への疎開を減らし、被災前のコミ

ュニティをできる限り守るため、「仮設市街地計画」を策定します。 

 

（６）住宅対策  

○生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくるため、町

と県は、持ち家、マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給及び公営住宅等へ

の特定入居等を行います。 

また、公営住宅の入居対象外の住民に対して、民間賃貸住宅の供給促進及び入居支

援を行います。 

このことにより、県及び町は恒久住宅への円滑な移行を進めます。 

 

（７）復旧・復興基本方針の早期決定のための支援  

○県は、被災した町が、被災状況・地域の特性・関係公共施設の管理者の考え方等町

民の意見を踏まえ、迅速な原状復旧か、災害に強いまちづくりを目指す計画的復興

を早急に検討し、復旧・復興の基本方向を早期に決定できるよう、人的・技術的支

援、国と協調して進める財政的援助、国や他の自治体との人的支援調整を行うこと

から、町はこれに協力します。 
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５-５.都市基盤施設等の復興対策 

○都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急

復旧と施設自体を被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整

備するといった本格的な復興の３つの段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿っ

て施策を実施します。 

なお、復興法において、被災地方公共団体等からの要請及び当該被災地方公共団体

等における工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要な場合は、漁港、道

路、海岸保全施設、河川等の災害復旧事業等の工事について、国又は都道府県が代

行できることが明記されました。 

 

（１）被災施設の復旧等  

○町は、あらかじめ定めた応援協定等を活用するとともに、県に対し、人的・物的な

支援を要請し、町管理の公共施設の復旧を進めます。 

○県管理の公共施設の復旧については、県に対して早期復旧を要望します。 

○ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者に対して施設の早

期復旧を要望します。 

 

（２）応急復旧後の本格復旧・復興  

○町及び県は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市

公園、河川、港湾などの骨格的都市基盤整備、防災安全街区の整備、ライフライン

の地中化などの防災性の強化、さらには建築物や公共施設の不燃化などを基本目標

とします。 

■本格復旧・復興に向けた分野別方針 

道路施設 

○町及び県は、各々管理する道路の被災状況、地域特性等を勘案し、

迅速な原状復旧を目指すか、中･長期的な問題点の改良等も行うの

かを検討し、復旧・復興方針を作成します 

公園・緑地 
○町及び県は、被災市街地･集落の復興基盤整備の方針、計画、整備

手法などと調整を図り、公園・緑地の復旧･復興方針を作成します 

ライフライン施設 

○町及び県は、被害状況や緊急性を考慮して、各ﾗｲﾌﾗｲﾝ事業者と調

整で、施設の早期復旧･復興を目指すとともに、防災性の強化など

防災性の向上に努めます 

河 川 

急傾斜地崩壊防止施設 

海岸保全施設等 

○町及び県は、管理する各施設の被害状況や緊急性を考慮して、施

設の早期復旧･復興を目指すとともに、防災性の向上に努めます 

災害廃棄物等 

○町は、建設業協会等の関係機関と協力して、災害廃棄物等処理実

施計画を作成します 

○可能な限り分別・選別・再生利用等により減量化を図りながら適 

正かつ円滑・迅速な処理を行います 
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５-６.生活再建支援 

○被災者の生活復興は、災害前の状態に復元することが第一目標となりますが、心身

や財産、就業場所の被害が甚大なため、元の生活に戻ることが困難な場合がありま

す。そこで、新たな生活を再建するためには、行政、町民、民間機関が連携し、協

働することが大切です。 

○また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速

な処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確

保、コミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を

講じる必要があります。 

○さらに、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、従前の居住地であった

地方公共団体及び避難先の地方公共団体が協力することにより、必要な情報や支

援・サービスを提供できるよう努めていきます。 

○また、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配

慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的

かつ効率的な実施に努める必要があります。 

 

（１）被災者の経済的再建支援  

○町と県は、被災者の生活再建が円滑に進むよう、福祉・保健・医療・教育・労働・

金融等総合相談窓口を設置し、被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞

金の支給、災害援護資金・生活福祉資金の貸付や罹災証明書の交付など各種事務の

執行体制の強化とともに、必要に応じ、税や保険料等の納期延長・徴収猶予・減免

をします。 

 

１）被災者生活再建支援金の支給  

○町は、被災者の自立的生活再建のため、被災者生活再建支援金の支給申請等の窓

口業務を行います。また、全国都道府県から支援金の支給事務の委託を受けてい

る被災者生活再建支援法人は、これを受けて支援金支給に関する事務を行います。 

なお、令和元年房総半島台風（台風第 15 号）及び令和元年東日本台風（台風第

19 号）を受け、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象とならない被災

世帯に対して、その生活の再建を支援するための独自の制度（神奈川県被災者生

活再建支援金）を創設しました。 
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２）災害援護資金  

○町は、災害で家屋等に被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直し、自立助長の

資金として、災害救助法適用時は「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、

条例に従って災害援護資金の貸付を行いますが、同法の適用がされない小規模災

害時には、社会福祉協議会は「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づいた生活福祉

資金を、低所得者世帯を対象に貸し付けます。 

３）災害弔慰金・災害障害見舞金の支給  

○町は、災害時死亡者の遺族に「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて災

害弔慰金を支給するとともに、災害で精神的や身体に著しい障害を受けた者には、

同法に基づいた災害障害見舞金を支給します。 

４）義援物資の受入れ及び配分  

○町は、関係機関等の協力を得ながら、国民・企業等からの義援物資を、受入れを

希望するものと希望しないものを把握した後、県とともに、その内容のリストや

送り先を国民に公表し、周知等を図るものとします。 

○また、配分は、被害状況確定後被災地区の需給状況を勘案し、配分計画をたて物

資配分を行いますが、配分するまでの一時保管場所は、町武道館とし、災害の状

況で、交通と連絡に便利な公共施設や備蓄倉庫に保管します。 

５）義援金の受入れ及び配分  

○町と県は、義援金の受入れ・配分に関して、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川

県共同募金会等と義援金の募集・配分に関する委員会を組織し、これを活用する

計画で、日本赤十字社神奈川県支部二宮町分区等の各種団体の協力を得て、迅速・

公平に配分します。 

６） 生活保護  

○町と県は、被災の生活環境変化から、新たな要保護者発生が予想されるので、申

請漏れのないよう、相談窓口の設置等で生活保護制度の周知を行うとともに、被

災状況により申請そのものが困難な場合も考えられるので、積極的に情報収集し

て要保護者の把握に努めます。 

７）税の減免等  

○町と県は、被災者の生活再建支援のため、個人住民税・軽自動車税・固定資産税・

国民健康保険税等(町取扱)、個人事業税・自動車税・不動産取得税等(県取扱)な

ど地方税の、申告等期限延長、徴収猶予や減免などの納税緩和措置を検討します。 
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８）社会保険関連  

○町は、国民健康保険、介護保険など社会保険関連の特例措置を実施します。 

 

（２）雇用対策  

○県では、雇用対策として、雇用状況の把握、雇用の維持、離職者の再就職等の支援、

新たな支援制度の検討等の雇用対策が行われるため、町は必要に応じて、県に協力

します。 

 

（３）精神的支援  

１）相談窓口の設置及び保健医療活動の実施  

○町と県は、被災で精神的に不安定な被災体験者に、保健師、精神保健福祉士等が

電話等で対応する相談窓口等を設けます。また、災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）の支援により、必要に応じ訪問相談、巡回相談を実施します。 

２）被災者の精神保健活動支援のための拠点の設置  

○町と県は、被災者の PTSD(心的外傷後ストレス障害)等の長期的な対応と、被災精

神障がい者の地域での生活支援を目的に、被災者の精神保健活動支援のための地

域拠点を設置し、地域に根ざした精神保健活動を行います。 

３）災害時のこころのケア啓発冊子の作成・配布  

○メンタルヘルスケアは、被災者だけでなく、行政関係者、ＮＰＯ・ボランティア

等も必要となるため、県が作成する被災に関する冊子等を配布し、啓発に努めま

す。 

４）被災児童・生徒のこころのケア事業  

○町と県は、災害時に特に影響受けやすい児童・生徒に、相談窓口の設置や電話相

談の開設、スクールカウンセラー等の巡回相談等を実施します。 

５）女性のための相談窓口の設置  

○町は、避難所で生活する女性が抱える多様な悩みに対応するため、医療職等の専

門家や女性相談員等による悩み相談の実施や被害者の緊急一時保護等、必要な支

援・助言を行います。また、各種相談窓口の設置情報について周知を図ります。 
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（４）要配慮者等対策  

１）要配慮者等への支援実施  

○町と県は、高齢者・障がい者・児童等の要配慮者の被災状況を把握し、介護保険

サービスや障害福祉サービスなど、必要な支援が受けられるよう体制を整備しま

す。また、障がい等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な

手続きができないことも考えられるため、そうした方への支援も実施します。 

２）外国人被災者への支援実施  

○町と県は、日本語を理解できない外国人被災者への情報入手のため、応急仮設住

宅・義援金等、各種交付金の手続きなど被災後の生活情報を、多言語やふりがな

などやさしい日本語で発信しながら、外国人の相談窓口を設置し、災害時通訳ボ

ランティア等の協力を得て、可能な限り母国語で、帰国手続き、罹災証明書、義

援金等金銭給付、就労・労働、住宅等の相談に応じるとともに、各種公的サービ

スを提供する行政機関等で、通訳協力者による支援を行います。 

○県は、(公財)かながわ国際交流財団等と連携して、災害多言語支援センターを設

置し、外国人被災者等に対する情報提供や相談受付を行います。 

 

（５）医療機関  

○県は、地域の医療需要対応のため、民間医療機関の再建のための補助や融資、利子

補給等の検討とともに、町の仮設診療所への支援を行います。 

○県及び（地独）神奈川県立病院機構は、県立病院の機能回復を早期に行います。 

 

（６）社会福祉施設等  

○町と県は、社会福祉施設等の被災による既存の福祉サービスの供給能力低下や、

被災後の生活環境の変化等により新たな福祉需要の発生に対応するため、再建支

援が必要な社会福祉施設等や新たな福祉需要を把握します。また、社会福祉施設

等の再建に係る復旧事業費に対応した財政的支援について、必要に応じて国に要

請します。 
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（７）生活環境の確保  

１）食料品・飲料水の安全確保  

○町と県は、水道施設の復旧完了までは、非常用飲料水や貯水槽水等を飲料水とし

て利用するので、感染症発生等防止のため、飲料水の安全確保の指導を行うとと

もに、水道施設の復旧支援を行います。 

また、食料品も、炊出し等で健康被害が発生しないよう、食品衛生確保の指導を

行います。 

２）入浴可能施設等の情報提供  

○町と県は、入浴可能施設や理容所・美容所の営業状況を把握し、情報提供を行い

ます。 

 

（８）教育の再建  

１）学校施設の再建、授業の再開  

○町と県は、被災地での教育の早期再開のため、校舎等の補修箇所等を確認し、修

繕や建替等復旧方策の検討と、学校周辺の被災状況等を把握し、再建復興計画の

作成とともに、仮設校舎設置や公共施設利用等で授業実施の場を確保します。 

２）児童・生徒等への支援  

○町と県は、児童・生徒等の心的影響、経済的影響、学用品の不足等への支援を行

いますが、転入・転出手続きも弾力的に取り扱います。 

 

（９）社会教育施設、文化財等  

○町と県は、被災施設の再建支援とともに、収蔵品の保管場所確保、破損収蔵品の補

修計画を策定しますが、文化財についても、破損、劣化、散逸を防止し、復旧対策

を推進するとともに、町と県が連携して文化財の震災対策を進めるために設置した

文化財大規模災害対策検討分科会での協議に基づき、被災時における文化財のレス

キュー活動を含めた対応や文化財防災マニュアルの作成等、具体的な文化財防災対

策の検討を進めます。 

 

（１０）ボランティアの活動支援  

○県では、物的・経済的支援のほか、県民一人ひとりが自らの再建に向けて取り組む

ため、ボランティアに必要な情報を提供する計画であることから、町は、県等と連

携して、要配慮者に対する支援や、まちづくり、産業振興など、様々な課題に関わ

る地元のボランティアやＮＰＯのネットワーク化や組織強化などに対する支援に取

り組みます。 
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５-７.地域経済復興支援 

○地域経済の状況は、そこに住む住民にとって、雇用、収入、生活環境確保の面で密

接に係わってくるもので、被災者の生活再建にも大きな影響を与えますが、財政面

から見ると、地域経済が復興し、税収を涵養できれば、町の復興財源の確保にもつ

ながります。地域経済を復興するには、元いた地域に人々がとどまり、人々が戻っ

てくる中で経済活動が行われることが重要であり、住民の生活、住宅、市街地の復

興などとの関係に留意した地域経済の復興を進めることが求められます。 

特に行政が行うべき地域経済の復興支援の柱としては、経済基盤が脆弱な中小企業

の自立支援、地域経済全体の活性化への支援等があげられます。 

 

（１）地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施  

１）産業復興方針の策定  

○町と県・関係団体は協力し、被災した事業者等が速やかに事業を継続し、再開で

きるよう、既存の計画を尊重しながら、被災状況に応じ、産業が進むべき方向を

中･長期的な視点から示した新たな産業復興方針を策定します。 

２）相談・指導体制の整備  

○町と県は、雇用確保、事業継続、事業再建に不安を抱えている事業者が、安心し

て復興ができるよう情報提供や様々な問題解決を助ける相談・指導体制を整備す

るとともに、相談には、商工会など各種関係団体と協力しながら、経営の専門家

の活用など、総合的な支援を行います。 

また、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構築するなど、災害発生時

に中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制の整備に努めます。 

３）商談会、イベント等の活用  

○県では、被災で沈滞化した産業全体の復興気運盛り上げのため、販路拡大や消費

者誘致を目的とした商談会等を実施します。 

○町と県は、各種団体との協力体制を確立し、情報発信の取り組みとともに、観光

フェア、イベントの活用等、観光や地場産業の PR を行い、観光客やコンベンショ

ンの誘致を目指します。 

４）新分野進出、事業転換等の支援  

○県では、成長分野の起業を促すとともに、既存産業の高度化促進のため、事業者

の新分野進出、事業転換等に積極的に支援するほか、(公財)神奈川産業振興セン

ターと連携を図りながら、地域ニーズにあった創業に関する情報提供や相談・指

導を行います。 
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（２）金融・税制面での支援  

１）資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和  

○既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が

困難になり、償還が困難になることが予想されるため、町と県は、国等の関係機

関に対して償還条件の緩和等特例措置を要請します。 

○また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付け手続きの

簡易迅速化、償還期限の延長等特別な取扱を行うよう要請します。 

２）既存融資制度等の活用の促進  

○町と県は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周

知し、活用促進を図ります。 

３）融資の円滑化を図るための支援の実施  

○被害が大きい場合、中小企業の再建に向けた資金需要が増加することが予想され

ます。県及び市町村は、中小企業の資金調達に対応するため、金融機関(一般金融

機関及び政府系金融機関)と協調して融資を行い、資金の円滑化を図ります。 

４）新たな融資制度の検討  

○町と県は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の

把握、事業者や業界団体等の意見を踏まえ、低利での融資等新たな融資制度の創

設について検討します。 

５）金融制度、金融特別措置の周知  

○町と県は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度を含む各

種の融資制度についての情報提供を行います。 

６）税の減免等  

○町と県は、災害の状況に応じて、税の申告期限・納期等の延長、減免等の納税緩

和措置について検討します。 
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（３）事業の場の確保  

１）仮設賃貸店舗の建設  

○町と県は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、店舗の被災(倒壊、

焼失等)により事業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自ら事業の場

を確保するまでの間、暫定的な仮設賃貸店舗の建設、低廉な賃料等での提供を国・

県・関係機関に対し要請します。 

２）共同仮設工場・店舗の建設支援  

○町と県は、倒壊・焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗

を建設する場合には、国・県・関係機関と連携を図りながら、相談・指導を行い

ます。 

３）工場・店舗の再建支援  

○町と県は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、国・

県・関係機関と連携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支

援を検討します。 

４）民間賃貸工場・店舗の情報提供  

○町と県は、商工会議所等、関係機関と連携して賃貸が可能な工場・店舗の物件情

報の情報収集に努め、相談窓口や業界団体等へのリストの配布や、町ホームペー

ジ等の活用による情報提供を行います。 

５）発注の開拓  

○町と県は、取引企業の被災、交通事情の悪化等により被災していない事業所(特に

中小企業)の経営状況が悪化することが予想されるため、被害状況や団体の意見を

踏まえ、受注拡大に向けた発注の開拓を図ります。 

６）物流ルートに関する情報提供  

○町と県は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の

出荷が滞ることを防ぎ、経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊

急物資輸送ルートなどの物流ルートに関する情報提供に努めます。 

７）港湾機能の確保、水上での物的・人的輸送ルートの確保  

○町と県は、できる限り早急に港湾機能の確保が図られるよう、国に対して特例措

置を要請します。また、県及び町は、道路等を利用した輸送を補完するため、海

上を利用した輸送ルートについても活用します。 
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（４）農林水産業者への支援  

１）災害復旧事業等の実施  

○町と県は、被災した農林水産業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給のため、国

等が行う各種の農林水産業施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業

等を行います。 

２）既存制度活用の促進  

○町と県は、被災した農林水産業者が速やかに生産等が再開できるよう、農林水産

団体等を通じて各種の融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を推進します。 

３）新たな融資制度の検討・創設  

○県は、被害状況や農林水産業者等の意見を踏まえ、利子補給制度など新たな支援

制度の拡充、創設等の必要性と可能性について検討します。 

４）物流ルートに関する情報提供  

○町と県は、長期の道路利用等の制約で、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、経営

安定化のため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルート

に関する情報提供に努めます。 

 

 

 




