
 
 

 
 

長 洲 町 地 域 防 災 計 画 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
令 和 5 年 度 

 
長 洲 町 防 災 会 議 



沿革  昭和４２年６月１０日 作成 
昭和６１年６月 ６日 修正 
昭和６３年６月 １日   〃 
平成 ４年６月 １日   〃 
平成 ５年６月 １日   〃 
平成 ７年６月 １日   〃 
平成 ８年６月 １日   〃 
平成 ９年６月 １日   〃 
平成１０年６月 １日   〃 
平成１１年６月 １日   〃 
平成１２年６月 １日   〃 
平成１３年６月 ３日  〃 
平成１４年６月 ３日  〃 
平成１７年６月 ６日  〃 
平成１８年６月 ６日  〃 
平成１９年６月 ４日  〃 
平成２０年６月 ３日  〃 
平成２１年６月 ３日  〃 

                      平成２２年６月 ２日  〃 

平成２３年６月 ２日  〃 

平成２４年６月 ７日  〃 

                      平成２５年６月 ６日  〃 

平成２６年５月３０日  〃 

平成２７年６月 ４日  〃 

平成２８年８月１９日  〃 

平成２９年６月 ２日  〃 

平成３０年６月 １日  〃 

令和 元 年６月 ３日  〃 

令和 ２ 年５月２６日  〃 

令和 ３ 年５月２８日  〃 

令和 ４ 年６月 ２日  〃 

令和 ５ 年５月３０日  〃 

 

 

 



目  次 

第１章  総  則 

 
第１節  目的 -------------------------------------------------------------------------------- １ 
第２節  防災関係機関等の処理すべき事務又は業務 ---------------------------- １ 
第３節  長洲町の地勢と災害の想定-------------------------------------------------- ３ 
第４節  長洲町の気象災害の特性 ----------------------------------------------------- ４ 
 
 
 

第２章 災害予防計画 

 
第１節  災害危険区域（箇所）調査及び事前指導計画 ------------------------- ５ 
第２節  風水害予防計画 -------------------------------------------------------------- １０ 
第３節  土砂災害等予防計画 -------------------------------------------------------- １２ 
第４節  火災予防計画 ----------------------------------------------------------------- １３ 
第５節  危険物災害予防計画 -------------------------------------------------------- １５ 
第６節  地震・津波災害予防計画 -------------------------------------------------- １６ 
第７節  海上災害予防計画 ----------------------------------------------------------- １９ 
第８節  災害通信整備計画 ----------------------------------------------------------- ２０ 
第９節  気象観測施設等整備計画 -------------------------------------------------- ２１ 
第１０節 地域防災力強化計画 -------------------------------------------------------- ２２ 
第１１節 防災知識普及計画 ----------------------------------------------------------- ２４ 
第１２節 自主防災組織育成計画 ----------------------------------------------------- ２７ 
第１３節  防災訓練計画 ---------------------------------------------------------------- ２８ 
第１４節 避難収容計画 ----------------------------------------------------------------- ３０ 
第１５節 避難行動要支援者等支援計画 ----------------------------------------- ３４ 
第１６節 災害ボランティア計画 ----------------------------------------------------- ３８ 
第１７節 防災機関等における業務継続計画 ------------------------------------- ４０ 
第１８節 受援計画 ----------------------------------------------------------------------- ４１ 
第１９節 公共施設等災害予防計画 -------------------------------------------------- ４２ 
第２０節 原子力災害予防計画 -------------------------------------------------------- ４４ 
 



第３章 災害応急対策計画 

 
第１節  組織計画 ----------------------------------------------------------------------- ４５ 
第２節  動員配置計画 ----------------------------------------------------------------- ５２ 
第３節  応援要請計画 ----------------------------------------------------------------- ５８ 
第４節  自衛隊災害派遣要請計画 -------------------------------------------------- ６０ 
第５節  予警報等伝達計画 ----------------------------------------------------------- ６２ 
第６節  災害情報通信計画 ----------------------------------------------------------- ７３ 
第７節  広報計画 ----------------------------------------------------------------------- ７７ 
第８節  水防計画（別紙計画） ----------------------------------------------------- ７９ 
第９節  消防計画 ----------------------------------------------------------------------- ８０ 
第１０節 避難収容対策計画 ----------------------------------------------------------- ８５ 
第１１節 災害救助法等の適用計画 -------------------------------------------------- ９６ 
第１２節 救出計画 ----------------------------------------------------------------------- ９７ 
第１３節 行方不明者等捜索及び遺体収容埋葬計画 ---------------------------- ９９ 
第１４節 医療救護計画 -------------------------------------------------------------- １０１ 
第１５節 食料供給計画  ------------------------------------------------------------ １０３ 
第１６節 給水計画 -------------------------------------------------------------------- １０６ 
第１７節 生活必需物資供給計画 -------------------------------------------------- １０７ 
第１８節 救援物資要請・受入・配分計画 ------------------------------------- １０９ 
第１９節 住宅応急対策計画 -------------------------------------------------------- １１０ 
第２０節 交通輸送計画 -------------------------------------------------------------- １１２ 
第２１節 障害物の除去計画 -------------------------------------------------------- １１５ 
第２２節 廃棄物処理計画 ----------------------------------------------------------- １１７ 
第２３節 保健衛生計画 -------------------------------------------------------------- １１９ 
第２４節 民間団体活用計画 -------------------------------------------------------- １２２ 
第２５節 労務供給計画 -------------------------------------------------------------- １２３ 
第２６節 文教対策計画 -------------------------------------------------------------- １２４ 
第２７節 地震・津波災害応急対策計画 ---------------------------------------- １２６ 
第２８節 公共施設応急工事計画 -------------------------------------------------- １３０ 
第２９節 海上災害対策計画 -------------------------------------------------------- １３２ 
第３０節 電力施設、ガス施設、交通施設の応急対策計画 ---------------- １３５ 
第３１節 災害義援金品募集配分計画-------------------------------------------- １３６ 
第３２節 その他の災害応急対策に必要な事項 -------------------  ----------- １３９ 
 



第４章  災害復旧・復興計画 

 
第１節  災害復旧・復興の基本方向-------------------------------------------- １４４ 
第２節  災害復旧計画 -------------------------------------------------------------- １４４ 
第３節  被災者自立支援計画 ----------------------------------------------------- １４５ 
第４節  生業回復等の資金確保計画-------------------------------------------- １４７ 
第５節  復興計画 -------------------------------------------------------------------- １４７ 
 
  

参 考 

 
長洲町防災会議条例 -------------------------------------------------------------- １５０ 
長洲町災害対策本部条例 -------------------------------------------------------- １５２ 
長洲町防災会議委員名簿 -------------------------------------------------------- １５３ 

 

 



 

 

第１章 

 

 

総   則 

 



 1

第１節  目的 

 

 この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、

長洲町の地域にかかる防災に関し、必要な事項を定め、もって防災活動の効果的な実施を

図ることを目的とする。 

 

 

第２節  防災関係機関等の処理すべき事務又は業務 

 

 防災に関し、関係機関はおおむね次の事務又は業務を処理する。 

 

機  関  名 事 務 又 は 業 務 

長  洲  町 

１．長洲町防災会議に関する事務 

２．防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策 

３．災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査 

４．消防、水防その他の応急措置 

５．被災者に対する救助及び救護措置 

６．災害時における保健衛生、文教及び交通等の対策 

７．防災知識の普及対策 

８．その他町の所掌事務についての防災対策  

熊  本  県 

１．熊本県玉名地方災害対策本部会議に関する事務 

２．防災に関する施設の新設、改良及び復旧対策 

３．災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査 

４．水防その他の応急措置 

５．被災者に対する救助及び救護措置 

６．災害時における保健衛生、文教及び交通等の対策 

７．その他県の所掌事務についての防災対策 

８．町の災害事務又は業務の実施についての援助及び調整 

自  衛  隊 

天災地変、その他の災害に際して航空機あるいは地上からの情

報の収集伝達及び人命又は財産の確保（人員の救助、消防、水防、

救援物資の輸送、通路の応急啓開、応急の医療、防疫、給水、炊

飯、入浴支援等） 

熊本県荒尾警察署 災害時における治安、交通、通信等警察行政に関する対策 

有明広域行政事務組合消防本部 

１． 火災予防等各種災害予防 

２．水火災等の応急対策 

３．り災者救出等被害者の救出援護 
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機  関  名 事 務 又 は 業 務 

指
定
地
方
行
政
機
関
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関 

三池海上保安部  海上の治安、警備及び救難対策 

福岡管区気象台 

熊本地方気象台 

１．災害発生時における気象等観測資料の提供 

２．気象、地象及び水象について予警報の発表及び通報 

国土交通省九州地方整備局

菊池川河川事務所 
災害応急対策と災害復旧対策 

長洲町社会福祉協議会 １．災害時における住民支援、ボランティア支援 

郵便事業㈱玉名支店長洲集

配センター 

１．郵便の運行確保対策 

２．災害救助物資、小包郵便の料金免除等 

３．被災者に対する救護措置 

九州農政局 主要食糧の需給対策 

九州旅客鉄道株式会社  鉄道施設の防災対策及び災害物資緊急輸送対策 

西日本電信電話株式会社 
電信電話施設の保全、災害非常通話の調整及び気象予警報の伝

達 

九州電力送配電株式会社 
１．電力施設の保全、保安対策 

２．災害時における電力供給確保 

公益社団法人熊本県トラッ

ク協会 
災害時における自動車による救助物資等の輸送確保 

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

駐在員会（自主防災組織） 活動体制の整備及び災害時における救援救護活動 

病院等経営者 
１．避難施設の整備と避難訓練並びに被災時における収容計画 

２．災害時における負傷者等の医療、助産救助 

社会福祉施設経営者 
１．避難施設の整備と避難等の訓練 

２．被災時における収容者保護 

玉名農業協同組合長洲総合

支所 

熊本北部漁業協同組合 

１．農林水産関係の被害調査又は協力 

２．農作物、水産物等の災害応急対策についての指導 

３．被災農林水産家に対する融資、又はそのあっせん並びに飼料、

肥料等の確保、又はあっせん 

長洲町商工会 

１．商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、及びあっ

せん等についての協力 

２．災害時における物価安定についての協力、徹底 

３．救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせん 

金融機関 被災事業者に対する資金融資及びその他の緊急措置 

 

 

 

 

機  関  名 事 務 又 は 業 務 
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プロパンガス取扱機関 
１．ガス施設の保全、保安対策 

２．災害時におけるガス供給の確保 

学校法人 
１．避難施設の整備及び避難訓練 

２．被災時における教育対策 

 

 

第３節  長洲町の地勢と災害の想定 

 

 本町は、熊本県の北西端に位置しており、町土面積は１９．４４㎢で、北東部は荒尾市

に、南東部は玉名市に接し、有明海に面している。 

 本町の地形は比較的平坦で、東部の丘陵地も標高３５ｍ以下のものである。 

 小岱山を源流とした菜切川が本町のほぼ中央部を北から南へ流れ、荒尾市池黒池から、

本町の西部を北から南へ流れる浦川と河口において合流している。また、行末川は、岱明

町との境界を北東部から南西部に走り、これらの河川は何れも有明海に注いでいる。 

 西南部の平坦地は数次の干拓により造成されたものであり、沖積層の農業地帯である。

このような地理的・系統的条件を具えた本町は、河川改修も行われ、田畑の冠水による被

害も次第に減少してきているが、集中豪雨時等は、水源地域の開発あるいは山地荒廃に起

因する短時間の増水によって河川堤防の決壊、田畑地帯の冠水による被害等いまだ危険要

因は残されている。 

 海岸堤防については、臨海部の埋立てにより危険が薄らいだものの、大型台風来襲時に

おける堤防決壊等の危険性は想定される。 

 なお、家屋密集地帯における火災は広域的消防力が充実され、そのうえ消防団員の果敢

な活動により類焼を免れているが、有史以来、数次の大火等幾多の事例があり、防災・防

火技術の進歩がめざましい今日といえども、気象条件の態様によっては予断を許さない状

態にある。 

 一方、平成２年１１月、約２００年ぶりに噴火した雲仙普賢岳は、現在、噴火活動の停

止により、穏やかな容姿を見せているものの、往時（寛政４年）の噴火の折、噴火活動の

終息後、本町海岸部に津波が来襲し、人命・家屋等大災害を被った「島原大変、肥後迷惑」

という有史の反省に立ち、情報伝達避難対策等、綿密な防災対策が必要である。 

 平成２８年４月に発生した熊本地震では、想定を上回る震度７が２度も発生し、本町に

おいても震度５弱と震度５強を計測したが、人的被害・家屋倒壊等の大きな被害はあって

ないものの、熊本県内で最大規模の地震が発生した場合、最大想定震度５強から震度７ま

での地震が想定されており、本町においては、最大想定震度は６弱が想定されている。 

 

 

 

第４節  長洲町の気象災害の特性 

 

 本町の気象災害は、地理的特性上、梅雨期における水害と、台風による風水害で、これ

らは６月～１０月の間に多く発生している。 
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 平成３年の台風１９号、平成１６年の台風１８号では、強風によって長洲町に甚大な被

害を与え、住民生活に多大の影響を及ぼしたところである。 



 

 

第２章 

 

 

災害予防計画 
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第１節  災害危険区域（箇所）調査及び事前指導計画 

 

 災害が予想される区域または箇所を把握・指定しておき、事前指導または措置を講じ、

もって災害を未然に防止するとともに、災害発生時における被害を最小限度に止める等災

害応急対策が速やかに実施できるよう定める。 

 

１．災害危険区域の指定 

  

（１）重要水防区間（河川、海岸） 

種別 
河川名 

海岸名 
地先名 

延長 

（ｍ） 
危険状況 水防工法 備考 

河川 

浦川 大字長洲 
右岸 3,310 

堤防高不足 積み土のう工 B ﾗﾝｸ 
左岸 3,310 

行末川 
大字折崎 

玉名市岱明町 

右岸 3,901 
法崩れすべり 〃 C ﾗﾝｸ 

左岸 3,901 

宮崎川 
大字宮野～ 

大字清源寺 

右岸 2,000 
堤防高不足 〃 C ﾗﾝｸ 

左岸 2,000 

海岸 長洲港海岸 大字長洲 1,000 越 波   

水門 

菜切樋門 大字清源寺  浸 水 積み土のう工  

平成水門 大字長洲  〃 〃  

宮崎水門 大字清源寺  〃 〃  

 

 

○水防情報周知河川及び水防警報河川 

河川名 観測局名 区   域 

浦川 浦川 両岸：増永川合流点から海まで 

菜切川 菜切川 両岸：川登川から海まで 

行末川 行末川 
右岸：折崎857番地先の二又橋から海まで 

左岸：玉名市岱明町大字大野下1734-1地先の二又橋から海まで 
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河川名 観測所名 地先名 
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 
摘要 

浦川 浦川 長洲町長洲 
3.28 

(1.99) 

3.31 

(2.02) 

3.63 

(2.34) 

3.92 

(2.63) 

観測所水位 

（TP表示） 

菜切川 菜切川 
荒尾市菰屋

字高倉 

1.06 

(5.90) 

2.20 

(7.04) 

 2.20 

(7.04) 

3.49 

(8.33) 
〃 

行末川 行末川 
長洲町大字

腹赤字塘下 

2.07 

(2.45) 

2.58 

(3.12) 

2.58 

(3.12) 

2.93 

(3.58) 
〃 

 

 

（２）道路危険箇所 

路線名 所在地 延長（ｍ） 危険状況 水防工法 

長洲玉名線 長洲町塩屋 200 冠 水 遮 断 

 

 

（３）急傾斜地崩壊危険箇所指定区域 

箇所名 所 在 地 

平  原 長洲町大字清源寺字崩崎 

清 源 寺 長洲町大字清源寺字大辻 

腹赤新町 長洲町大字腹赤字新邸 

小  柳 長洲町大字折崎字小柳 

折  崎 長洲町大字折崎字小柳 

赤  崎 長洲町大字折崎字東畑 

古  城 長洲町大字折崎字古城 

古  城 長洲町大字宮野字古城 

中 大 谷 長洲町大字宮野字中大谷 

花 坂 ２ 長洲町大字宮野字花坂 

天 神 郷 長洲町大字宮野字天神郷 

笹  谷 長洲町大字宮野字笹谷 

山  畑 長洲町大字宮野字山畑 

池  上 長洲町大字宮野字池上 

高  田 長洲町大字宮野字大堤 

鷲 巣 １ 長洲町大字宮野字菅ノ谷 

鷲 巣 ２ 長洲町大字宮野字上大谷 

鷲 巣 ３ 長洲町大字宮野字中大谷 



7 
 

鷲 巣 ４ 長洲町大字宮野字中大谷 

鷲 巣 ５ 長洲町大字宮野字天神郷 

立  野 長洲町大字宮野字丸尾 

向  野 長洲町大字宮野字高尾 

宮 崎 １ 長洲町大字宮野字辻屋敷 

宮 崎 ２ 長洲町大字宮野字次六 

赤 田 １ 長洲町大字永塩字免場 

赤 田 ２ 長洲町大字永塩字金平 

日  焼 長洲町大字永塩字日焼 

葛  輪 長洲町大字永塩字中鴻ノ浦 

建  山 長洲町大字高浜字建山 

梅  田 長洲町大字梅田字北山 

郷  楽 荒尾市野原、長洲町大字宮野字菅ノ谷 

南 道  々 荒尾市牛水、長洲町大字梅田字向大藤 

 

 

 

２．危険区域（箇所）位置見取図 

  危険区域（箇所）位置把握のため位置見取図を作成し、担当課に備えつけておくもの

とする。 

 

３．危険箇所の調査 

（１）事前措置の対象となる設備又は、物件の事前調査 

   町長は、災害の発生するおそれがあり、又は発生したときは、その災害が拡大す 

ると認められる設備又は物件の除去あるいは措置について、指示すべき箇所を事前 

に調査し、的確な指示ができるよう実情を把握しておくものとする。 

   調査の期日は毎年３月から５月下旬までの間、各所管課が消防団の協力を得て行う。 

   ただし、措置状況等の調査は必要によって随時行うものとする。 

（２）その他設備、物件の管理者等への予警告方法 

   （１）の調査により設備、物件などの除去あるいは措置を行う必要があると認めら 

れるときは、災害対策基本法第５９条の規定によりその除去あるいは措置すべき限度 

等について、これらの所有者または管理者に対して文書により予告又は警告等事前に 

指導するものとする。 

 

４．浸水想定区域内施設 

  町は、水防法（水防法第14条）に基づき県知事が指定する洪水・雨水出水・高潮浸水

想定区域内の、地下街等で水災時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止

を図ることが必要なもの、要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児等の
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要配慮者が利用する施設をいう。）で水災時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必

要なもの又は大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生

じる施設として町が条例で定める用途及び規模に該当するもの）の所有者又は管理者か

ら申出があった施設で水災時に浸水の防止を図る必要があるものについては、当該施設

の所有者又は管理者および自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定め

るものとする。 

  また、水防法（水防法第15条）に基づき、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置

する要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成する水害や土砂災害が発生するおそれ

がある場合における避難確保に関する計画及びそれに基づき実施する避難誘導等の訓練

に対し、必要な指導や助言を行う。 

町内における、避難確保計画及びそれに基づく訓練が必要な要配慮者利用施設は、次

のとおりである。 

   

事  業  所  名 住    所 業   種 浸水想定災害 

特別養護老人ホーム 

月華苑 

清源寺1060 ・介護老人福祉施設サ

ービス 

洪水 

デイサービスセンター 

月華苑 

清源寺1060 ・通所介護サービス 洪水 

花しのぶ 清源寺1060 ・小規模多機能型 

・居宅介護サービス 

洪水 

せいわながすの里 長洲2990-2 ・認知症対応型共同生

活介護サービス 

洪水 

デイサービスきんぎょ 長洲1325 ・通所介護サービス 洪水 

デイサービスセンター 

心の花 

長洲2339-1 ・通所介護サービス 洪水 

デイサービス導楽 長洲2818-3 ・通所介護サービス 洪水 

ひまわりの里 清源寺3246 ・特定施設入居者生活

介護 有料老人ホーム 

洪水 

がまだすサポートセン

ター 

清源寺775-3 ・就労継続支援A型 洪水 

そらいろのタネ 清源寺3001-1 ・児童発達支援 

・放課後等デイサービ

ス 

洪水 

スローすてっぷ 長洲2918 ・多機能型放課後等デ

イサービス 

洪水 

バレイアプラス 清源寺418-1 ・多機能型放課後等デ

イサービス 

洪水 

長洲小学校 長洲1776 ・小学校 洪水 
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・放課後児童クラブ 

長洲しおかぜこども園 長洲607 ・教育、保育施設 洪水 
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第２節  風水害予防計画 

 

風水害を予防するために必要な事業又は施設の整備について定める。 

 

１．治山、治水対策 

  雨水の流出状況及び土砂の水流への流入状況を把握し、円滑な排水を行うべく、町内

河川の掘削、護岸等改修整備、砂防事業の促進を図る。 

  また、水防法（水防法第14条）に基づく洪水浸水想定区域内の、地下街等で洪水時に

利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図ることが必要なもの、要配慮者

利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設をいう。）

で洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要なもの又は大規模工場等（大規模

な工場その他地域の社会経済活動に重大な影響が生じる施設として町が条例で定める用

途及び規模に該当するもの）の所有者又は管理者から申出があった施設で洪水時に浸水

の防止を図る必要があるものについては、当該施設の所有者又は管理者および自衛水防

組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定め、避難確保計画を作成していない要

配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示を行う。 

  また、水防法（水防法第15条）に基づき、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置

する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害や土砂災害

が発生するおそれがある場合における避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、

避難誘導等の訓練を実施するものとする。 

 

２．道路、橋梁対策 

  風水害に備え、パトロールを強化し、道路・橋梁等の被害の防止、又は被害の誘因と

なるものは、これを排除する等常に維持補修につとめ予防に万全を期す。 

（１）道路面の流水防止 

   流水により水没する道路のかさ上げや、側溝のしゅんせつ、水切りを良くし横断こ 

う配の整正等路側を整備し、特に山間部からの流水に重点を置く。 

（２）下水溝等の維持補修 

   側溝、暗きょ等への流木及びじんかい等の滞留を防止するとともに、のみ口を閉塞 

しないよう浚渫又は山間部からの流出土砂の堆積したものを除去する等常に機能の 

正常化に務める。 

 

３．農業関係対策事業 

（１）農作物 

  ① 農業用施設等の管理指導 

  ② 倒伏、冠水等に関する対策並びに防除用農薬等備蓄及び器具の整備 

（２）老朽化した農地、農業用施設（ため池、頭首工、水路、農道）の整備、補強を図る。 

   地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被

害を与えるおそれがあるため池について、緊急連絡体制等を整備するとともに、決



11 
 

壊した場合の影響度が大きいため池から、優先的にハザードマップの作成・周知、

耐震化を推進するものとする。 

（３）畜産 

  ① 飼料の備蓄に関し、農家及び取扱団体等に対する指導 

  ② 防疫用資材、緊急医薬品及び器具の整備 

 

４．危険区域の警戒巡視 

危険区域の警戒については、担当消防機関及び各所管課において現地調査をする。特

に６月から１０月までの間は、現地検分を厳重に行い、警戒に万全を期す。 
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第３節  土砂災害等予防計画 

 

地すべり、山くずれ等の災害予防のために、必要な事業及び施設の整備について定める。 

 

１．崖崩れ防止対策 

宅地造成に伴う崖崩れ危険区域には、適時監視員をパトロールさせる。また梅雨期及

び台風期には、消防団員を中心に特別パトロールを実施し、その状況を情報連絡員に連

絡するとともに、必要に応じ地域住民に周知させ災害発生に備える。 

降雨により崖崩れの危険が切迫していると認めるときは、町長は、その地域の住民に

対し、警戒または避難の指示をする。 

 

２．急傾斜地崩壊危険区域の警戒避難体制 

  

（１）警戒等基準雨量 

区  分 
前日までの連続雨量が 

１００ｍｍ以上あった場合 

前日までの連続雨量が４０ 

～１００mm あった場合 
前日まで降雨がない場合 

第１次警戒 

体 制 

当日の日雨量が５０ｍｍを

超えるとき 

当日の日雨量が８０ｍｍを

超えるとき 

当日の日雨量が１００ｍｍ

を超えるとき 

第２次警戒 

体 制 

当日の日雨量が５０mm を超

え時雨量が３０ｍｍ程度の

雨が降り始めたとき 

当日の日雨量が８０mm を超

え時雨量が３０ｍｍ程度の

雨が降り始めたとき 

当日の日雨量が１００mm を

超え時雨量が３０ｍｍ程度

の雨が降り始めたとき 

 

（２）第１次警戒体制においては、消防団員が危険区域の警戒巡視を行い、情報連絡員と 

の連絡を密にするとともに住民等に広報を実施する｡ 

（３）第２次警戒体制においては、住民等に対して避難準備を行なうよう広報するほか災 

害対策基本法第５６条に規定する警告、同法第５９条に規定する事前措置、同法第６ 

０条に規定する避難の指示等の措置を実施する。 
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第４節  火災予防計画 

 

町民の生命、財産を守るため、火災等による災害を未然に防止する計画であって、消防

体制を強化し、科学的な予防施策を進め、防災知識の普及につとめる。 

 

１．消防力の強化 

（１）消防水利の定期的検査を行い、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に示す基準に 

従い、整備を行うとともに防火水槽及び消火栓の増強を図る｡ 

（２）消防用機械器具は、火災発生に対応できるよう常に維持管理及び整備点検を行うと 

ともに機械の充実を図る。 

（３）消防団組織の整備及び消防体制の強化を図る。 

（４）女性消防隊等の消防力組織の育成強化を図る。 

（５）企業体における自衛消防体制の整備強化を指導する。 

 

２．火災予防査察の強化 

消防法に基づき、有明広域行政事務組合消防本部（消防本部）が行う予防査察につい

て次のとおり実施の推進を図る。 

（１）定期査察 

   年間査察計画の樹立にあたっては、有明広域行政事務組合消防本部（消防本部）と 

連絡を密にし管内の対象物を定期的に査察するよう依頼する。 

（２）特別査察 

有明広域行政事務組合消防本部（消防本部）消防長又は消防署長が特に必要と認め 

た場合又は査察依頼があった場合には特別査察を実施するため、これに協力する。 

（３）警戒査察 

火災警報中その他特に警戒を必要とする場合に、警戒査察を実施する。 

（４）住宅査察 

住民の協力を得て、消防団幹部を中心に有明広域行政事務組合消防本部（消防本部） 

と協力して、一般住宅の防火診断を実施する。 

 

３．消防設備の整備推進 

建築物に対する消火設備、警報設備、避難設備などの整備を推進する。 

 

４．火災予防運動の展開 

（１）火災予防運動を春秋に実施する一方、必要に応じて行う。 

（２）随時、町広報、有線放送、報道機関等により防火思想の普及を行う。 

（３）時宣に応じて講習会、講演会、巡回等による一般啓発活動を行う。 

 

 

５．特殊建物火災予防の指導 



14 
 

公衆の集会場、多人数が勤務する場所、木造大建築物等に対しては、建築物内部の進

入順路、人命救助の方法、消火方法等についてあらかじめ、万全の対策を講じるよう指

導する。 

 

６．耐震、耐火構造の推進 

火災による建築物の焼失は、大部分が木造であることに起因している。 

そこで、特に密集地域においては、消防力の強化整備とあいまって建築物の不燃化及

び耐震化を促進しなければ災害予防は期せられない。 

従って、老朽住宅等の建て替えに際しては、不燃組立住宅等防火建築物の建設を強力

に推進する。 

また、公共建物のうち、老朽による危険度の高い建物の新築にあたっては、耐震耐火

建築物を建設するよう務める。 
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第５節  危険物災害予防計画 

 

１．危険物製造所等の現況 

本町における消防法の規制対象となる危険物製造所等の現況は次のとおりである。 

貯   蔵   所 取   扱   所 

総 計 屋 外 

貯蔵所 

屋 内 

貯蔵所 

屋 外 

タンク 

屋内タ

ン ク 

地 下 

タンク 

移 動 

タンク 
小 計 

給 油 

取扱所 

販 売 

取扱所 

一 般 

取扱所 
小 計 

４ ２４ １３ １ １１ １０ ６３ １４  ２３ ３７ １００ 

  

２．危険物貯蔵所等の予防措置 

（１）危険物貯蔵所等の予防査察は年２回以上実施し、消防設備の維持管理及び変更など

の届出を励行させる。 

（２）実務に携わる危険物取扱主任者に対しては、県主管課、危険物協会等と共催して再 

教育を実施し、法令の遵守及び資質の向上を図る。 

（３）少量危険物は、有明広域行政事務組合火災予防条例（昭和４７年条例第２０号）に、 

技術上の基準が規定されており、又届出の義務がある。 

この届出の励行を図るとともに、危険物取扱の免状を取得するよう積極的に指導す 

る。 

（４）プロパンガスは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 

４２年法律１４９号）により、経済産業省及び県の所管とされているが、一般家庭に 

おける普及と消費の増大は著しいものがり、事故の発生も予想されるので、一般家庭 

及び販売店のプロパンガスを重点とした防火点検を実施する。 
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第６節  地震・津波災害予防計画 

 

１．防災意識の啓発対策 

  地震災害の防止については、平成19年10月より気象庁による緊急地震速報がテレビ

放送等を通じて一般に提供されることとなった。 

  しかしながら、地震災害を大きくするものは火災、津波等の二次災害であるというこ

とにかんがみ、被害防止のため次の措置を講ずるものとし、住民の防災意識の向上に努

める。 

 （１）防災知識の普及と避難体制の確立 

 （２）火災防止のための必要な措置 

 （３）海岸堤防、橋梁等公共施設の定期点検 

 （４）防災行政無線の活用等 

 （５）エリアメール等緊急地震速報が対応する体制の構築 

 

２．緊急地震速報（警報） 

緊急地震速報（警報）は、地震動により重大な災害が起こるおそれがある場合に強

い揺れが予想される地域に対し気象庁本庁が発表する。地震発生直後、震源に近い観

測点で観測された地震波を解析し、その地震により震度５弱以上が推定された場合、

その地域及び震度４以上が推定された地域を強い揺れが到達する前に知らせる警報で

ある。 

 

３．大津波警報・津波警報・注意報 

（１）大津波警報・津波警報・注意報は、津波による災害のおそれがあると予想され

る場合に気象庁が、気象業務法に基づき担当津波予報区域内の予報区に対して発表

する。（平成25年８月30日から、大津波警報を「特別警報」に位置づけて運用） 

   ① 大津波警報・津波警報 

相当する津波予報区において津波による重大な災害のおそれがあると予想さ 

れるとき発表する。 

   ② 津波注意報 

     相当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予想されると

き発表する。 

 （２）津波警報・注意報の種類、発表基準、解説及び津波予報区（熊本県関係）は次

のとおりである。 

 

  

 

 

 

 



17 
 

津波警報等 

の種類 
発表基準 

津波の高さ予想の

区分 

発表される津波の高さ 

津波警報等を見聞きした場合に取るべき行動 数値での

発表 

定性的表現

での発表 

大津波警報 

予想される津波の高さが高

いところで３ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ １０ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸水するおそれがあ

るため、沿岸部や川沿いにいる人は、

ただちに高台や避難ビルなど安全な場

所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全な場所から

離れない。 

5ｍ＜高さ≦10ｍ １０ｍ 

3ｍ＜高さ≦5ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津波の高さが高

いところで１ｍを超え、３ｍ

以下の場合 

1ｍ＜高さ≦3ｍ ３ｍ 高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが高

いところで0.2ｍ以上、1ｍ以

下の場合であって、津波によ

る災害のおそれがある場合 

0.2ｍ＜高さ≦1ｍ １ｍ （標記なし） 

陸域では避難の必要はない。海の中に

いる人はただちに海から上がって、海

岸から離れる。海水浴や磯釣りは危険

なので行わない。 

注意報が解除されるまで安全な場所か

ら離れない。 

注) １．津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、「津波警報解除」

又は「津波注意報解除」として速やかに通知する。 

２．「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮

位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差であり、津波によ

って潮位が上昇した高さをいう。 

 

４．避難対策 

地区ごとに住民人口に応じた避難場所及び避難道路を設け、これを広報紙等によりあ

らかじめ地域住民に周知を図っておく、又、自動車交通の渋滞による避難道路の閉そく

等避難の障害となるものの排除及び規制についての対策を図る。 

避難の指示等が出された場合、町は、警察署、消防団等の協力を得て、地域又は行政

区（町内会）単位にあらかじめ指定してある避難所等に誘導する。 

 

５．津波対策 

東日本大震災の教訓を踏まえ、熊本県における津波に対する被害想定を勘案したうえ

で、本町でも住民避難体制等の津波防災対策の構築を図る。 

なお、被害想定に当たっては、津波の原因となる地震等に関する調査が必要なことか

らこの対策については暫定的に、東日本大震災における津波被害の状況等を勘案して策

定する。 

（１）標高や揺れやすさ、浸水想定等を記載した防災マップにより、住民の津波に対す

る知識普及を図る。 

（２）沿岸地域を中心とした、海抜表示板の設置。 

（３）津波警報等を知覚した場合の迅速かつ的確な避難指示等（高齢者等避難、避難指

示、緊急安全確保を総称する）を一斉に発信できるデジタル防災行政無線を活用し、

エリアメール及び長洲町防災メールとの併用で情報発信の確実性及び多重化を図る。 

（４）津波発生時における消防団員の安全確保対策については、東日本大震災において
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活動中に多数の犠牲者が生じたことから、津波到達予想時刻を基に、出動及び退避に

要する時間、安全時間を踏まえ、活動可能時間を設定。経過した場合は直ちに退避さ

せる。ただし、活動可能時間の経過前でも、危険を察知した場合、分団長等は、直ち

に団員を退避させる。 

   また、安全管理マニュアルを策定し、消防団員の安全確保を図る。 
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第７節  海上災害予防計画 

 

海上における災害を防止するため、三池海上保安部をはじめ実勢力のある国の機関、県

及びその機関、市町村及びその機関、その他災害防止活動について実勢力を有する公的機

関及び民間防災機関並びに関係企業等により体制を確立するものとする。 

 

１．関係機関の協力体制の確立と情報収集・伝達体制の整備 

海上における災害に備え、町及び三池海上保安部は緊急時に各機関が協力できるよう、

資機材及びその数量をあらかじめ把握しておくとともに、各関係機関と緊密な協力体制

を確立しておくものとする。 

 

２．資機材の整備 

各関係機関は防災資機材の備蓄整備に努める。 

 

３．災害防止の指導啓発 

三池海上保安部をはじめ各関係機関は船舶等関係者並びに一般に対して安全運航、危

険物取扱に関する心得等について注意を喚起するとともに、各種海難防止運動を通じ、

これら予防知識の普及徹底を図る。 

 

４．海上防災の研修及び訓練 

町をはじめ三池海上保安部、県、その他の関係各機関は、沿岸住民の生命財産及び生

活権等に多大の災害を及ぼすおそれのある海上災害を想定し、防災上の責務の認識、防

災技術の習得、相互協力の実効等を目的とした防災教育及び防災訓練を実施する。 

 

５．排出油等の処理 

町をはじめ三池海上保安部、県、その他の関係各機関は、排出油の回収、その保管及

び処理が適正に行われるよう、その方法等を確立しておくものとする。 

 

６．有明海排出油等防除等協議会 

有明海沿岸海域及びその周辺海域において、油等の海上流出等の海上事故が発生した

場合における防災対策に備え、国・県・沿岸市町村、関係機関、団体及び事業所を構成

員とする有明海排出油等防除協議会が設置されており、海上災害への対応のため、関係

機関の連携の強化を図るものとする。 

 



20 
 

第８節  災害通信整備計画 

 

予警報の伝達、情報の収集を的確に行い、災害応急対策を円滑に進めるには、通信の確

保が重要であり、また有事に際し、その機能が有効適切に発揮できるよう通信施設の運用

を整備する。 

 

１．防災無線設備の整備 

（１）平成 25 年度に運用を開始した防災行政無線を活用し、迅速的確に住民に周知でき

る方法により実施する。 

なお、災害時要援護者や一時滞在者等に対しては、あらかじめその特性に応じた伝

達方法を講じる。 

① 防災行政無線 

② 携帯電話メールサービス 

③ 広報車及び消防車両 

④ 報道機関を通じての伝達周知 

（２）本部長（町長）が避難指示等を発令するときは、次の事項を明確にして、住民に対

して伝達するものとする。 

  ① 要避難対策地域 

  ② 避難指示等 

  ③ 避難先 

  ④ 避難理由 

  ⑤ 避難時の注意事項 

 

２．有線放送電話 

予警報の伝達等、非常時の一斉放送のための緊急措置が講ぜられるよう有線放送設置

区長、熊本北部漁業協同組合代表理事組合長と事前に協議し、防災業務に利用できるよ

う強化を図る。 

 

３．民間無線の利用 

アマチュア無線等民間無線について、災害応急対策、情報収集等、災害時における運

用について日ごろから協力体制の強化を図る。 

 

４．通信設備の疎通状況の定期点検 

  防災行政無線や全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、県防災情報ネットワークを

はじめ、防災用ＩＰ電話、防災用ＦＡＸ、長洲町防災メール配信サービスなど、防災情

報の収集、伝達に必要となる通信設備については、平時より定期的に点検を行い、災害

発生時の運用に備えるものとする。 
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第９節  気象観測施設等整備計画 

 

本町における気象観測施設の概要は次のとおりである。 

種別 

所属 

所 在 地 

( 経 緯 度 ) 

保有観測

器 
観 測 種 目 測定責任者 備 考 

熊 本 県 大字長洲 ( 長洲港 ) 
水 防 

テレメータ

ー 

潮位・風向 

風 速 

熊 本 県 

河 川 課 

熊本県統合型 

防災情報システム 

熊 本 県 
浦   川 

大 字 長 洲 
水 位 計 河 川 水 位 

熊 本 県 

河 川 課 

熊本県統合型 

防災情報システム 

熊 本 県 
行 末 川 

大字腹赤字塘下 1641-2 
水 位 計 河 川 水 位 

熊 本 県 

河 川 課 

熊本県統合型 

防災情報システム 

熊 本 県 大 字 永 塩 雨 量 計 雨 量 
熊 本 県 

砂 防 課 

熊本県統合型 

防災情報システム 

熊 本 県 大 字 長 洲 2 7 6 6 震 度 計 震 度 長 洲 町 役場 

長 洲 町 大 字 姫 ケ 浦 2 
雨 量 計 

風 速 計 

雨 量 

風向・風速 
長 洲 町 浄化センター 

       



22 
 

第１０節  地域防災力強化計画  

 

町は町民に対し、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本に基づき、平時か

ら災害への備えを心がけるとともに、自治会や自主防災組織等における地域活動を通じて、

地域の防災活動に積極的に参加するなどコミュニティづくりを進め、地域一体となった防

災・減災体制の構築に努める。 

また、町民に対して自助・共助に関する啓発を行うとともに、自助・共助の取組が適切

かつ継続的に実施されるよう水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家を活用し、地

域防災リーダーの育成を図るものとする。 

 

１．自助 

  町民は、「自らの身の安全は自ら守る」、「自分でできることは自分で行う」ことが

基本であることを認識し、次に掲げる平時の取組を進めるとともに、災害時には、早め

の避難等、命を守る行動を取るものとする。 

（１）平常時の取組み 

  ① 知識等の取得 

・過去の災害の発生状況 

・気象予報警報等の種別と対策 

・防災訓練等への参加 

② 事前の確認 

・指定緊急避難場所、指定避難所、避難路、避難方法、災害危険箇所 

・家族等との連絡方法や集合場所 

・就寝場所の安全確認 

・災害情報の入手方法 

・近隣の井戸の位置等の確認 

③ 事前の備え 

・自然災害に備えた適切な保険・共済への加入、住宅の耐震化、家具の固定、ブ 

ロック塀の補強 

   ・防災メールサービスへの登録 

・最低３日分（推奨1１週間分）の食料、飲料水、生活必需品の備蓄（日常備蓄 

※を含む。） 

※日常備蓄：日頃利用している食料品や生活必需品を少し多めに購入して備蓄する 

方法 

・非常持ち出し品（非常食品、健康保険証、お薬手帳、着替え、懐中電灯、ラジオ等）

の準備 

※薬の服用の有無など家族の状況に応じて非常用持ち出し品を準備する。 

 

 

２．共助 
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  町民は、「自分たちの地域は自分たちで守る」、「地域で出来ることは地域で行う」

ことが基本であることを認識し、平時から自主防災組織等における地域活動を通じて、

地域の防災活動に参加するなど積極的なコミュニティづくりを進めるとともに、次に掲

げる平時及び災害時の活動を行うよう努めるものとする。 

（１） 平時の活動 

① 防災に関する知識の普及 

② 地域一体となった防災訓練の実施 

ア 避難指示等の地域への情報伝達訓練 

イ 被害状況（地域住民の安否確認を含む。）の把握、本町への情報伝達訓練 

ウ 避難行動要支援者等に対する避難支援訓練 

エ 避難所の運営訓練 

オ 消火訓練等 

③ 情報の収集伝達体制の整備 

④ 火気使用設備器具等の点検 

⑤ 防災用資器材等の備蓄、管理及び使用方法の確認 

⑥ 危険箇所の点検・情報共有 

ア 地域の見廻り 

イ 地域防災マップの作成 

ウ 避難行動要支援者の把握 

エ 地域内にある他組織との連携促進 

（２） 災害時の活動 

① 地域内の被害状況等の情報収集・市町村への伝達 

② 出火防止・初期消火の実施 

③ 地域内における避難指示等の情報伝達 

④ 地域住民相互による安否確認及び避難誘導 

⑤ 避難行動要支援者等に対する避難支援 

⑥ 救出・救護活動への協力 

⑦ 避難所の運営 

⑧ 見廻り等による避難所以外の避難者の情報の把握 

⑨ 避難所における給食・給水及び物資配布等の協力 
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第１１節  防災知識普及計画  

 

災害による被災を最小限に食い止めるためには、町・防災関係機関による災害対策の推

進はもとより、町民一人一人が日頃から災害についての認識を高め、災害から自らを守る

とともにお互いに助け合うという意識と行動が必要である。  

 「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や地域の災害リスクととるべき避難行動等

についての住民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを

前提とし、住民主体の組織を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向

上を図るものとする。 

 

１．町職員に対する防災教育 

  町は、防災業務に従事する職員に対して次の防災教育を実施し、職員の防災に関する

知識の習得及び判断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を図るも

のとする。 

また、日頃、防災業務に従事しない職員でも、災害時において直ちに対応できるよう、

研修会の実施などを通じて、組織全体の防災対応能力向上に努めるものとする。 

なお、町は、被災地への職員派遣を積極的に行い、災害対応で得られたノウハウや経

験を職員全体で共有できるよう努める。 

（１）防災教育の内容 

  ① 地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 

  ② 非常参集の方法 

  ③ 各種災害の原因、対策等の科学的、専門的知識 

  ④ 過去の主な被害事例や過去の災害対応の教訓 

  ⑤ 防災関係法令の運用 

  ⑥ 防災システムの操作方法 

  ⑦ その他必要な事項 

（２）防災教育の方法 

  ① 講演会、研修会等の実施 

  ② 防災活動の手引き等印刷物の配布 

  ③ 見学、現地調査等の実施 

  ④ 防災訓練の実施 

   

２．住民に対する防災知識の普及 

  町及び各防災機関は、「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本について、

地域住民が自覚を持ち、防災意識の高揚が図られるよう、風水害や火災等一般災害に関

する防災知識の普及徹底を図るものとする。 

 

（１）普及の内容 

  ① 長洲町地域防災計画の概要 
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  ② 災害予防及び応急措置の概要 

   ア 火災予防の心得 

   イ 災害発生時の心得 

   ウ 気象予警報等の種別と対策 

   エ 災害危険箇所の認識 

   オ 台風襲来時の家屋の保全方法 

   カ ３日分（推奨 1 週間）の食料（食物アレルギー対応食品等含む）、飲料水、携

帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄 

   キ 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、健康保険証（コピーでも可）

等）の準備 

   ク 自動車へのこまめな満タン給油 

   ケ 住宅・屋内の点検（住宅の耐震性、ブロック塀等、補強家具の転倒防止等） 

   コ 避難先と避難方法 

   サ 家族間等による安否の確認方法（災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板等） 

   シ 夕方明るいうちからの予防的避難 

   ス 避難所生活のマナーとルール 

 

（２）普及の方法 

  ① 社会教育を通じての普及 

    幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人（女性）防火クラブ等の活動、自主防災

組織、防災士会、ＰＴＡ、成人学級、社会学級、婦人団体等の会合、各種研修会、

講習会、幼年消防大会等の機会を活用する。 

  ② 各種媒体を利用した普及 

情報の出所を明確にしたうえで、次の媒体をはじめとする、有効かつ適切な媒体等

を活用する。 

ア 県、町の広報媒体利用 

イ パブリシティ活用の展開 

ウ 映画、ビデオ、スライドの利用 

エ 広報車の巡回 

オ 講演会、研修会等の開催 

カ ハザードマップ、防災マップの作成及び配布、公開 

  ③ 防災訓練における普及 

講習会への開催等を通じて、自然災害についての認識を深め、住民に対して各種訓

練の積極的な参加を呼びかけ、体験による知識の普及及び技術の向上への取組みを継

続的に実施する。 

また、過去の災害の教訓を踏まえ、全ての住民が災害から自らの命を守るためには、

一人一人が確実に避難できるようになることが必要である。このため、地域の関係者

の連携の下、居住地、職場、学校等において、地域の災害リスクや正常性バイアス（自

分は災害に遭わないという思い込み）の危険性等の必要な知識を教える実践的な防災
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教育や避難訓練を実施する必要がある。 

 

３．学校教育における防災知識の普及 

（１）児童生徒等に対する防災知識の普及 

 学校における防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の

生命、身体の安全を守るため行うものである。  

防災知識の普及は、学校行事や学級活動を中心に各教科等教育活動全体を通して

行うものであり、その内容や指導の方法については、次の内容を中心に、学校の種

別や児童生徒等の発達段階 に応じて工夫を行い、実態に即した防災知識の普及を

行うものとする。  

① 災害時の身体の安全確保の方法 

② 災害時の助け合いの重要性 

③ 地震等災害発生のしくみ 

④ 防災対策の現状  

⑤ 地震等を想定した避難訓練の実施 

（２）指導者に対する防災知識の普及 

研修会等を通じて、災害時の保護者等への児童の引き渡し方法などを検討し、指導

者の防災に対する知識の強化を図るものとする。 

 （３）学校における消防団員等が参画した防災教育の推進 

町は、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努

めるものとする。 

 

４．防災上必要な施設の管理者等への指導 

町及び防災関係機関は、防災上重要な施設の管理者に対し、次の内容を中心に防災教

育を実施し、その資質の向上を図るものとする。特に出火防止、初期消火、避難誘導等

発災時に対処しうる体制の整備を推進するものとする。 

（１）避難誘導等防災体制の整備 

（２）災害の特性及び過去の主な被害事例 

（３）地震災害に関する防災対策研修等の実施 

（４）防災業務従事者の安全確保 

（５）危険物施設等の位置、構造及び施設の保安管理 

（６）出火防止、初期消火等の任務分担 

 

５．外国人に対する防災知識の普及 

  町及び各防災関係機関は、日本語を母国語としない在留外国人のために、言葉の違い

等に配慮して、外国語による表記やふりがなを付記する等分かりやすく説明した防災に

関するパンフレットの作成、配付を行うなど防災知識の普及に努めるものとする。 
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第１２節  自主防災組織育成計画 

 

本計画は、住民の隣保協同の精神と連帯感に基づく防災組織の充実強化を図り、防災意

識の高揚及び人命の安全を確保するため、自主防災組織を編成し、大規模な地震等の災害

に備えるものである。 

大規模な災害が発生した場合、平成２７年度より全３７行政区にて設立・運営されてい

る自主防災組織が有効に活動出来るよう育成強化を図る。 

 

１．組織の育成 

（１）地域住民等による自主的な防災組織の育成を図る。 

（２）町内会等の防災意識の高揚を図るため、消防団 OB や防災士等を中心にし、住民の

共同作業、リーダーの育成強化等の指導を行う。 

 

２．防災組織の活動内容 

自主防災組織の活動内容はおおむね次のとおりとする。 

（１）平常時の活動 

① 防災知識の普及 

② 地域一体となった防災訓練の実施 

③ 情報の収集伝達体制の整備 

④ 防災用資機材等の備蓄、管理及び使用方法の確認 

⑤ 危険個所の点検・情報共有 

⑥ 避難行動要支援者の把握 

⑦ 避難所や災害対応における男女共同参画の推進 

⑧ 避難所における感染症対策の平時からの検討実施 

⑨ 外国人への防災組織の普及促進 

（２）災害時の活動 

① 地域内の被害状況等の情報収集及び町への伝達 

② 初期消火等の災害活動 

③ 地域内における避難勧告・指示等避難指示等の情報伝達 

④ 地域住民に対する安否確認及び避難誘導 

⑤ 救出・救護の実施及び協力 

⑥ 避難所の運営協力 

⑦ 災害時における円滑な応急仮設住宅の供与の推進 

⑧ 災害時の広域的な非難への直接協議や平時からの役割分担 

 

３．防災組織の連携 

日常的な通報体制の確立など地区内の他の防災組織との連携強化を図る。 
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第１３節  防災訓練計画 

 

地域防災計画、防災業務計画等の習熟、関係機関の連携体制の強化、住民の防災意識の

高揚を図ることを目的に、関係機関の参加と住民その他関係団体の協力を得て、各災害を

想定した定期的な防災訓練の実施に努めるものとする。 

また、訓練の際には、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分配

慮するとともに、男女双方の視点にも配慮するよう努めるものとする。 

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するものとする。 
 

１．非常招集訓練  

災害の発生もしくは発生のおそれがある場合、特に勤務時間外において迅速に配備体

制を整えるため、非常招集の発令、伝達及び通信連絡についての訓練。 

 

２．水防訓練  

水防法第３２条の２の規定により、水防管理団体である町が水防団及び関係機関の協

力を得て行う、水害に備えた水防箇所の点検、土のう積み等の訓練。  

 

３．消防訓練 

  第３章第９節消防計画に基づいた訓練。 

 

４．避難訓練  

洪水や土砂災害、地震・津波災害等を予想して、消防団、警察、自主防災組織、その

他関係機関団体と協力して行う、迅速な避難を目的とした訓練。  

 

５．救助・救護訓練  

災害時の人命救助を円滑に実施するため関係機関の協力を得て行う、通報、救出、炊

き出し、医療救護、物資輸送等の訓練。  

 

６．通信連絡訓練  

気象予警報の伝達、災害現場から本部への情報連絡、その他の通信連絡を確実に行う

ための、電話、無線、メール等による通信連絡の訓練。  

 

７．輸送訓練  

風水害等に際し、その応急対策のため、被災者、救助隊員、物資等を緊急かつ円滑に

輸送するための訓練。 

 

８．総合訓練  

災害応急対策の完全なる遂行を図るため、町、消防団、自主防災組織その他関係機関
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団体が緊密な連携をとり行う、総合的な訓練。 

 

９．図上訓練  

災害対応に係る機関、団体や地域住民の防災意識の高揚を図るため、災害時の危険個

所の把握や避難経路の確認、さらには災害時の行動計画の検討を行うための、地図を利

用した想定訓練。  
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第１４節  避難収容計画  

 

１．避難場所、避難路の整備及び選定 

（１）緊急避難場所及び避難所 

  ① 広域避難場所（都市計画公園等）の整備計画 

    大規模災害発生時に周辺地区からの避難者を収容し、特に市街地の大火か   

ら避難者の生命、身体を保護するために必要な規模及び構造を有する広域避難場所

（都市計画公園等）の整備を計画するものとする。 

  ② 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

    都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、災害種別に応じて、災害の

おそれのない場所に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に配慮

し、その管理者の同意を得たうえで、災害の危険が切迫した緊急時において安全を

確保される指定緊急避難所及び避難者が避難生活を送るための指定避難所につい

て、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、住民の周知徹底を図るものとす

る。 

    指定緊急避難場所については、被災が想定されない安全区域内に立地する施設等

又は安全区域外に立地する災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水

位以上の高さに避難者の受け入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であ

って、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有する

ものを指定するものとする。また災害の想定等により、必要に応じて近隣市町村の

協力を得て近隣市町村に設けるよう、体制を整備するものとする。 

    指定避難所については、被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、

速やかに被災者等を受け入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であっ

て、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容

易な場所にあるものを指定するものとする。なお、主として要配慮者を滞在させる

ことが想定される施設であっては、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、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定

するものとする。さらに、感染症対策について、患者が発生した場合の対応を含め、

平常時から防災担当部局と福祉保健介護担当部局が連携して、必要な場合にはホテ

ルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものとする。 

なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができるものとする。 

    また、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育の場であることに配慮

するものとする。また、避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、

避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等の関係機関部局や地

域住民等の関係者と調整を図るものとする。 

 さらに、指定緊急避難場所については、平時から防災訓練等を実施することなど

により住民に周知を図り、速やかな避難ができる体制を整備しておくものとする。 

（２）避難路 

  ① 避難路の整備計画 
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    指定緊急避難場所等に通じ、避難者の迅速かつ安全な避難行動を確保するために

必要な構造を有する道路、緑地又は緑道の整備及び案内標識、誘導標識等の整備に

努めるものとする。 

  ② 災害発生時に安全な避難路の選定 

    指定緊急避難場所の指定に併せて、市街地の状況等に応じてあらかじめ避難路を

選定、整備するものとする。また、避難者の迅速かつ安全な避難行動がとれるよう

案内標識、誘導標識等も併せて整備し、住民誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画

するものとする。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と

河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努めるもの

とする。 

    特に、津波による危険が予想される地域については、津波に対する避難路の選定、

整備に配慮するものとする。 

（３）避難所の環境整備等 

   指定避難所となる施設について、避難所を円滑に運営するための備品等（再生可能

エネルギー等の代替エネルギーシステム、非常用電源、防災行政無線、衛星携帯電話

等）の整備や、必要に応じた指定避難所の電力要領の拡大に努める。また、食料、携

帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資、要配慮者に

配慮した備品等の被災時のみに使用する備品等については、予め導入するための計画

を策定するものとする。 

また、必要に応じ、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整備に努める

ものとする。さらに、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生

可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

   加えて、できるだけ指定避難所の近傍で備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、マ

スク、消毒薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めるものと

する。 

   また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮するものとし、

避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、食

物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものとする。 

 

２．避難指示等の発令の判断基準の整理 

  避難指示等を適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるように、あらかじめ発

令の基準及び災害種別・タイミングごとの対象地域を定めておくものとする。 

そのため、避難指示等の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、ど

のような対象地域の住民に対して避難指示等を発令するべきか等の判断基準（具体的な考

え方）について、「避難情報に関するガイドライン」（令和３年５月）を参考にマニュアル

を整備し、空振りをおそれず躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時から災害におけ

る優先すべき業務を絞り込み、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁を挙

げた体制の構築に努めるものとする。 
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また、平時から災害発生時を想定した避難シミュレーション訓練を行うなど、発令の

判断基準等が適切かどうか確認を行うものとする。 

    深夜の豪雨など、避難困難な状況下での避難指示等のあり方について、調査・研究す

るものとする。 

    また、避難指示等の発令を行う際に、国または県に必要な助言を求めることができる

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

おくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

 

３．避難誘導の事前措置 

（１）指定緊急避難場所等の周知徹底 

  大規模災害発生時に的確な避難行動ができるように、平時から次の事項について住

民に対する周知徹底に努めるものとする。 

    なお、住民に対する周知徹底にあたって、防災マップ・浸水ハザードマップの作成、

案内標識、誘導灯の設置、講習会等を行うものとする。 

  ① 指定緊急避難場所、指定避難所の名称及び場所 

  ② 指定緊急避難場所、指定避難所への経路 

③ 避難の勧告又は指示の伝達方法 

④ 避難後の心構え 

（２）情報伝達手段の整備 

   防災行政無線（戸別受信機を含む。）の整備や、ＩＰ通信網等の活用を図り、災害

情報を被災者等へ速やかに伝達する手段の確保に努めるものとする。 

（３）広域避難及び被災者の運送 

    大規模災害発生時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方公共団体との広域

一時滞在に係る応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者

等との協定の締結など発生時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう

努めるものとする。 

（４）多数の者が出入りする施設における対策 

   病院、工場、事業所、駅等多数の者が出入りする施設の設置者又は管理者は、当該

施設内にいる者の避難を迅速かつ安全に行うため、具体的な避難計画を策定し、町長、

消防機関、警察等と綿密な連絡をとり、災害時に対処する体制を常に確立しておくも

のとする。 

（５）児童生徒等の対策 

    学校等が保護者等との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに

関するルールを、あらかじめ定めるよう促すものとする。 

   また、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難等のため、災害発生時におけ

る幼稚園・保育所等の施設、町及び県の相互連絡・連携体制の構築に努めるものとす

る。 

 

４．速やかな避難所開設のための体制構築 
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    複数開錠者の事前指定や施設開錠者等との緊急連絡網を作成するなど、避難指示等発令

後速やかに避難所開設を行うための体制構築を図るものとする。 

 

５．避難所運営マニュアル等の作成等 

災害時に設置される避難所について、要配慮者への支援、プライバシーの確保、男女共

同参画、感染症予防・まん延防止、食中毒発生予防及びペット同行などの多様な視点に配

慮し、良好な生活環境の継続的な確保のために専門家等との定期的な情報交換に努め、必

要に応じて避難所運営マニュアルの見直しを行うこととする。 

また、体調・栄養管理ができる医療関係者の配置計画・巡回基準等の作製に努め、関係

者への周知を図るものとする。 

 また、消防団のほか、自主防災組織等の住民組織、ＮＰＯ、ボランティア、社会福祉協

議会等と連携の上、避難所開設・運営訓練を実施するなどして、避難所運営マニュアル等

の点検や見直しを行うものとする。 

また、あらかじめ、避難所の運営管理に必要な知識等を住民へ普及させることとする。 

 

６．避難所における男女共同参画の推進 

男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について性差が生じないよ

う庁内及び避難所等における連絡調整を行えるよう、平常時及び災害時における男女共同

参画担当部局の役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化して

おくよう努めるものとする。 

 

７．避難所におけるボランティアの受入れ 

 避難所でのボランティア等の活用が十分に図られるよう、平時から、避難所におけるボ

ランティア等の受入方法や役割（業務）を明確にしておくものとする。 

 

８．車中避難者等を含む指定避難所外避難者への対応 

やむを得ず避難所に滞在することができない被災者（以下「避難所外避難者」という。）

を減じるための措置を推進するとともに、避難所外避難者が生じることを想定し、物資の

支援や情報提供を行うため、避難先となり得る施設・場所のリストアップや住民自ら避難

状況を報告する仕組みづくりなど避難所外避難者の把握に係る具体的な対策を予め整理

しておくものとする。 

 

９．応急仮設住宅建設予定場所の選定 

周辺の医療機関、学校、商店及び交通機関などの場所を総合的に考慮して、あらかじめ

民有地も含めた応急仮設住宅建設予定地の選定・確保を行うとともに、災害時に速やかに

応急仮設住宅の建設ができるよう体制整備に努めるものとする。 

 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

分配慮するものとする。 
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第１５節  避難行動要支援者等支援計画  

 

 避難行動要支援者（高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、難病患者や外国人等の要配慮

者のうち、特に避難支援を要する者）等の避難支援対策は、本計画の定めるところによる。 

 

１．避難行動要支援者等支援体制の整備 

（１）避難行動要支援者の把握等   

   災害が発生し、又は災害が発生するおそれの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、長洲町地域防災計画において、避難行動要支

援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災

害から保護するための措置（以下「避難支援等」という。）について定めるものとす

る。 

（２）避難行動要支援者の名簿作成 

避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動支援者の居住状況や避難

支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、地域の支援者や関係各課が

収集した情報を基に、定期的に更新する。 

なお、災害規模によって機能が著しく低下することを見据えて、避難行動要支援者

名簿（データ）のバックアップ体制（紙媒体、複数の保管場所など）を構築する。 

（３）避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲 

避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は次のとおりとする。 

① 要介護３以上の認定を受けている者 

② 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支

援法）」に規定する介護給付のサービス及び生活地域支援事業を受けている者 

③ 本人等より申し出があった妊産婦の者 

④ その他、地域の中で見守りが必要な一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯、障

がい者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯の者 

（４）避難支援等関係者への名簿情報提供及び情報伝達体制の整備等 

災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、消防機関、警察機関、民生

委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、自治会（行政区）の避難支援等の

実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）に対し、避難行動要支援

者の同意を得た上で、名簿情報を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要

支援者に対する情報伝達体制を整備するものとする。 

また、伝達網の整備に当たっては、伝達者の不在を想定した複数のルート化等に配

慮するものとする。 

さらに、情報伝達に当たっては、避難行動要支援者の特性（特に、聴覚障がい者、

判断能力が不十分な要配慮者、外国人等）を踏まえて工夫するよう配慮するとともに、

多様な手段を活用して情報伝達を行うよう努めるものとする。 

（５）避難誘導の支援、安否確認の体制づくり 
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 ① 支援者等の選定等 

   災害発生直後に、避難行動要支援者の避難誘導を迅速に行うためには、同居の家

族や避難支援者の他、近隣住民の積極的な協力が必要であり、自助、地域（近隣）

の共助の順で避難行動要支援者にとってできるだけ身近な者から避難支援者を定

めるものとする。 

   また、自助・共助による支援が受けられない避難行動要支援者を把握し、必要な

支援内容や避難支援者を定めるため、関係機関（消防団、警察を含む。）、自主防災

組織、介護保険事業者や社会福祉施設関係者、障がい者相談支援専門員、障がい者

団体等の福祉関係者、患者搬送業者（福祉タクシー等）、地元企業等の様々な機関

等と連携を図るものとする。 

 ② 関係機関等の役割分担 

   災害時の避難誘導、安否確認等を適切に行うためには、避難支援者を中心とした 

地域住民の協力が不可欠であるため、町は、避難支援者、自主防災組織、自治会・ 

町内会等、民生委員・児童委員、身体障がい者相談員、知的障がい相談員等と連携 

を図り、災害発生時にそれぞれ具体的にどのような支援を行うのかという役割分担 

や避難誘導の経過や安否確認の結果の情報収集方法などについて共通認識を持っ 

ておくものとする。 

また町は、防災と福祉の連携により、高齢者や障がい者等の要支援者に対し、適

切な避難行動に関する理解の促進を図るものとする。 

 ③ 避難誘導の支援体制づくり 

   在宅の避難行動要支援者を指定緊急避難場所等へ避難誘導するためには、平時か

ら避難行動要支援者を中心とした近隣ネットワークづくりを進め、地域住民同士の

協力関係をつくることが重要であるので、避難支援計画を作成し、地域住民に繰り

返し説明するとともに、研修や避難訓練を実施するなど、避難行動要支援者の避難

支援に対する地域住民の理解促進を図るものとする。 

   また、住民相互の助け合いを促し、避難支援等の体制を構築するためには、日頃

から地域づくりを進めていくおくことが必要である。このため、町や自主防災組

織・自治会等は、避難行動要支援者を含め、普段から住民同士が顔の見える関係を

構築することを促すともに、地域おこしのための活動やボランティアと連携するな

ど避難支援等関係者を拡大するための取組みを行っていくよう努めるものとする。 

  さらに、避難所等の所在地を示す避難誘導標識や避難地案内板の設置を進めると

ともに、避難行動要支援者に配慮したわかりやすい表記等に努めるものとする。 

    なお、避難行動要支援者の安全な避難に時間を要する場合もあることから、平時

から、避難行動要支援者が参加する避難訓練の実施等を通じて、避難支援者ととも

に避難方法や避難経路等の確認を行い、円滑な避難が可能となるよう努めるととも

に、福祉避難所を活用した予防的避難などの普及啓発を図るものとする。 

 

④ 安否確認の体制づくり 

    災害発生時に速やかに避難行動要支援者の安否確認が行えるように、日ごろから
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社会福祉施設等の避難行動要支援者と関係する各施設、居宅介護支援事業者、関係

団体（障がい者団体、患者団体、老人クラブ等）等と連携を図るなど、安否確認の

体制を整備するものとする。 

（６）福祉避難所を含めた避難所の確保 

   町及び指定避難所となる施設の管理者は、高齢者、障がい者、乳幼児医療的ケアを

必要とする者等の要配慮者のスペースの確保や必要に応じてバリアフリー化を行う

など、要配慮者の利用を考慮した施設整備を進めるものとする。 

   また、町は、あらかじめ、社会福祉施設、デイサービスセンター等の通所施設と協

定を締結するなどして、要配慮者の特性に応じた専用の避難所（福祉避難所）の指定

を進めるものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工呼吸器や吸

引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。 

また、住民への周知徹底を図るとともに、福祉避難所の人員確保を図るため関係団

体との連携に努めるものとする。 

なお、福祉避難所の運営を円滑に行うために、町は福祉避難所運営マニュアルをあ

らかじめ作成して、関係者の研修・訓練の実施に努めるものとする。 

また、要配慮者の避難に対する支援を円滑に実施するため、あらかじめ、旅館、ホ

テル等と災害時における宿泊施設等の提供に関する協定を締結するなど、必要な取組

みを行うものとする。 

（７）物資の備蓄等 

   指定避難所として指定された施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食料、

飲料水のほか、毛布、布団等の寝具、トイレットペーパーなどの生活必需品、衛生用

品、仮設トイレ等の備蓄に努めるものとする。 

また、高齢者、乳幼児、女性等避難行動要支援者に配慮し、紙おむつや生理用品等

を備蓄するとともに、食料については、お粥や乳幼児の粉ミルク、食物アレルギー対

応食品等の備蓄に努めるなど、要配慮者の利用に配慮するものとする。 

（８）避難行動要支援者の支援を実施する避難支援等関係者の安全確保に十分配慮するも

のとする。 

 

２．避難行動要支援者支援の円滑な実施のための方策 

（１）避難支援計画の策定 

   前述の体制整備を踏まえて、避難行動要支援者支援を円滑・的確に実施するため、

避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理し、長洲町防災計画に重要事項を定め

るとともに、細目的な部分を含め、長洲町防災計画の下位計画として全体計画の策定

に努めるものとする。 

また、長洲町防災計画に定めるところにより、避難行動要支援者に関する情報（氏

名、生年月日、性別、電話番号その他の連絡先、避難支援等を要する事由等）を平時

から収集し、避難行動要支援者名簿として作成するとともに一人一人の避難行動要支

援者に対して複数の支援者を定める等、具体的な避難支援計画（個別計画）の策定に

努めるものとする。 
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   さらに、策定された避難支援計画については、避難訓練等を通じて、定期的に確認

を行い、必要に応じて見直すものとする。 

なお、避難支援計画は、町の避難行動要支援者全体に係る全体計画と避難行動要支

援者一人一人に対する個別計画で構成されるものであり、作成に当たっては、｢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月内閣府策定）を参考

とするものとする。 

（２）避難行動要支援者支援班の設置 

避難行動要支援者の避難支援業務を的確に実施するため、福祉部局を中心とした横

断的な組織として「避難行動要支援者支援班」の設置に努めるものとする。 

避難行動要支援者支援班は、平時には、避難行動要支援者情報の共有化、避難支援

計画の策定、避難行動要支援者参加型の防災訓練の計画・実施、広報等を行い、災害

時には、避難準備情報等の伝達業務、避難誘導、安否確認・避難状況の把握などの業

務を行う。 

（３）避難行動要支援者情報の取扱い 

   消防本部、消防団、警察、自主防災組織、避難支援者等の第三者への避難行動要支

援者情報の提供には、個人情報保護の観点から、避難行動要支援者名簿情報漏えいの

防止等に必要な措置として、次に掲げる措置を講じるものとする。 

  ① 当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供するもの

とする。 

  ② 災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられているこ

とを説明するものとする。 

  ③ 避難行動要支援者名簿については、施錠可能な場所へ保管するなど、厳重な保管

を行うよう指導するものとする。 

  ④ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導するものとする。 

  ⑤ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人でなく団体の場合には、その団体内部で避

難行動要支援者名簿を取扱う者を限定するよう指導するものとする。 

   なお、登録情報の共有の方法として、上記関係団体等で構成する避難行動要支援者 

対策会議（仮称）等の設置が考えられる。 
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第１６節  災害ボランティア計画  

 

 大規模又は甚大な災害が発生した場合、被災者のニーズや被災者一人一人に対するきめ

細やかな支援が必要であり、行政のみならずボランティアによる支援活動が大きな力とし

て期待されている。 

災害時のボランティア活動は、自主性を持ちながらも、地域の関係機関等と連携しなが

ら活動を展開することが求められている。 

また、災害発生時においては、地域住民相互の支え合いが不可欠であり、平時から地域

住民や地域の関係団体等が支えあう仕組みづくりを進めていくことが重要である。 

災害ボランティアによる被災者支援が円滑かつ効果的に展開できるよう、ボランティア

の関係団体等と日頃から連携を図るとともに体制の整備を図る。 

 

１．地域福祉の推進 

  災害発生時における避難行動要支援者の避難誘導、地域住民の安全確認、避難所運営、

被災者のニーズ把握及び災害ボランティア活動の展開を迅速・円滑に進めるため、平時

から、長洲町社会福祉協議会（以下「町社協」という。）、住民、自治会、消防団、自主

防災組織、民生委員・児童委員、ボランティア、NPO、社会福祉法人及び企業と連携して、

日常的な困りごとの把握・対応や災害時の相互協力のあり方について合意形成に努める

など、地域の支え合いによるまちづくりを進めるものとする。 

また、町や町社協は、 民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、駐在員会等、地域の

各種会合の際に、防災や災害時対応等について考えてもらう機会も積極的に取り入れる

ようにする。 

さらに、その地域だけでは対応できない大規模災害に備えた取組みを進めるとともに、

地域外の支援機関・団体との平時からの連携に努めなければならない。 

 

２．関係機関との協働体制の構築 

    町や町社協は、消防団、自主防災組織、民生委員・児童委員、ボランティア、NPO、

社会福祉施設等の関係機関・団体等と、日頃から、定期的な連携会議の開催や訓練等を

とおして各機関・団体相互の役割の明確化と連携強化に努めるものとする。 

  また、災害発生直後の混乱した時期における初動体制や段階に応じて変化する被災者

のニーズへの対応等を定めたボランティアに関するマニュアルを各関係機関・団体の合

意のもと策定し、必要な訓練を実施するなど体制強化に努めるものとする。 

さらに、広域災害も視野に入れ、他市町村社協との連携が円滑になされるよう、平時

から町社協間での応援協定の締結等による連携に努めるものとする。 

また、町は被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る社会福祉協議会、

NPO 等関係機関との間の連絡体制を構築する他、地域住民や NPO・ボランティア等への

災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進め、災害廃棄物の撤去等に係るボ

ランティア活動の環境整備に努めるものとする。 
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３．災害ボランティアセンター 

町及び町社協は、関係機関とあらかじめ協議し設置場所を定めておくものとする。 

なお、広域単位での設置の場合も考慮して、事前に近隣市町や同社協等との協力体制

も構築しておくものとする。 

 また、役割と運営に関することについては、次のとおりとする。 

（１）役割と機能 

 ① 町や県センターとの連携調整 

 ② 地域のボランティア関係団体との情報交換及び運営スタッフなどの派遣要請 

 ③ 活動用資機材の調達 

 ④ 避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導するものとする。 

  ⑤ ボランティアニーズ及び被害状況の把握 

⑥ ボランティアの受入 

⑦ ボランティア希望者の配置等 

⑧ 救援物資の仕分け、配布 

⑨ 現地での支援活動 

⑩ ボランティアの健康管理 

⑪ その他災害規模等により必要な活動 

（２）運営体制等 

  地域ボランティア関係団体や県センターから派遣される運営スタッフ、また災害対

応を専門とするNPO等が協働し、それぞれが持つ機能やネットワークなどが活かされ

るような運営体制をとる。 

   なお、センターの閉所にあたっては、被災地の住民組織、関係機関、団体などと慎

重に合意形成を図りながら、判断するとともに、必要に応じて町社会福祉協議会等に

その活動を引き継ぐものとする。 
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第１７節  防災関係等における業務継続計画  

 

 町及び防災関係機関は、大規模災害時においても災害対応等の業務を適切に行うため、

業務継続計画（ＢＣＰ）を定めるものとする。 

なお、災害時に災害応急対策や復旧・復興の主体として重要な役割を担うこととなるこ

とから、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等に当たっては、次の事項を盛り込むものとする。 

（１） 組織の長が不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

（２） 本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の選定 

（３） 電気、水、食料等の確保 

（４） 災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

（５） 非常時優先業務の整理 

 また、当該計画の実効性を確保するため、食料・物資などの資源の確保、定期的な教育・

訓練・点検等を実施し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。 
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第１８節  受援計画  

 

１．受援計画の策定 

 災害の規模等に応じて他の自治体等からの応援職員が円滑に災害時の応急・復旧業務を

遂行できるよう、国の「災害時受援ガイドライン」等を参考に、受援計画を策定するもの

とする。 

受援計画の策定に当たっては、次の事項について定めておくものとする。 

 

（１）総括 

  ① 応援要請の手順 

  ② 受援体制 

  ③ 応援の人的・物的資源の管理体制 

（２）人的支援 

  ① 受援対象業務の整理 

    防災行動計画（タイムライン）による受援対象業務の全体像の整理 

  ② 受援体制の整備 

    町内全体及び各業務担当部局における受援担当者の選定 

  ③ 応援職員の活動環境の確保 

（３）物的支援 

  ① 調達先の確認・確保、要請手順 

  ② 受入拠点の確保 

  ③ 受入れに必要な人員・資機材の確保等受入体制 

 

２．応援団体との連携 

（１）応急対策職員派遣制度の活用 

   訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受け入れについて、

活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする。 

（２）他の地方自治体との相互応援協定の締結 

   長洲町だけでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方自治体からの物資の

提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施でき

るよう、自治体間の相互応援協定の締結に努めるものとする。その際、近隣の自治体

に加えて、大規模な災害等による同時被災を想定し、遠方に所在する自治体との協定

締結も考慮するものとする。 

（３）民間団体との連携 

   平時から民間の企業やボランティア団体等を含め、顔の見える関係を構築するとと

もに、応援の受入れを想定した訓練を行い、訓練結果を踏まえ、災害対応業務の実効

性を確保するよう計画の継続的な見直しを行うものとする。 
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第１９節  公共施設等災害予防計画 

  

生活に密着した公共施設等が被災した場合、町民の生活の維持に重大な支障を来すこと

が予想され、その影響は極めて大きいため、施設の耐災化及び機能強化を図る。 

また、施設が被災した場合に備え、過去の災害時における復旧のプロセスやノ

ウハウについて情報を収集し、関係機関における共有を図るものとする。 

さらに、災害時において災害対応の拠点となることが想定される施設について

は、必要に応じ、防災機能の強化を図るものとする。 

 

１．下水道 

 下水道の機能が麻痺した場合、町民の生活に与える影響は極めて大きいため、下水道管

理者は、発災に備えて終末処理場や内水排除施設等を良好な状態に保つように維持管理す

るとともに、管きょ、処理場、ポンプ場の耐災性の向上を図り、非常用発電装置の準備や

その他所要の発災防止措置など、災害に対して必要な対策を講じるものとする。 

 また、全ての施設について短期間に必要な耐災性を確保することは困難なため、施設が

損傷した場合にも最低限の処理が行えるよう、システム面での応急対策を加味した施設計

画を策定するとともに、下水道機能の維持及び被災施設の速やかな被害状況の把握及び機

能の復旧のため、下水道事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、災害時に必要な人員や、資機

材の支援を受けるための体制の整備を図るものとする。 

 

２．学校施設 

 災害発生時における児童生徒及び教職員の安全を図るため、校舎等の耐震性を確保する

とともに、非構造部材については落下防止等の対策を講じる。 

 また、コンピューターをはじめ、テレビ、ロッカー、書棚、書架、下駄箱、薬品棚、実

験実習機器等の転倒落下等の防止について、その防災対策を強化するとともに、児童生徒、

教職員の安全と避難通路が確保できるように設置方法、場所等について十分配慮するもの

とする。 

 なお、転倒落下等の防止対策については、定期的に確認するものとする。 

 

３．社会福祉施設 

 町は、施設の災害予防対策を推進するため、各事業者に対して、次の事項を必要に応じ

て指導、助言するとともに、被災情報の収集に必要となる連絡網の整備や、災害復旧を含

めた補助制度等の周知を行うものとする。 

（１）施設独自の自主防災計画を整備し、防災組織体制の確立を図ること。 

（２）国庫補助制度の積極的な活用等により、施設の耐震性その他の安全性の確保を図る

こと。 

（３）施設の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

（４）施設の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。 

（５）施設の職員及び利用者の避難路の確保と周知を行うこと。 
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４．医療施設 

 町は、医療施設の安全性を確保するため、管理者に対して次の事項を必要に応じて指導、 

助言するとともに、被災情報の収集に必要となる連絡網の整備や災害復旧を含めた補助制 

度等の周知を行うものとする。 

（１）施設独自の防災計画を整備し、防災組織態勢の確立を図ること。 

（２）施設の耐震性その他の安全性の確保を図ること。 

（３）施設の職員及び患者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。 

（４）施設の職員及び患者に対し、避難訓練を実施すること。 

（５）施設の職員及び患者の避難路の確保と周知を行うこと。 

（６）施設における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を推進すること。 

 

５．工事中の建築物等に対する措置 

 工事中の建築物その他の工作物又は施設について、災害に備えて安全確保上実施すべ 

き措置をあらかじめ定めておくものとする。なお、災害のおそれがある場合には、原則 

として工事を中断するものとし、特別の必要により津波被害の防止対策を行う場合には、 

作業員等の安全確保のため津波からの避難に要する時間を配慮するものとする。 
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第２０節  原子力災害予防計画  

 

1．計画の背景等 

  平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島原子力発電所事

故においては、放出された放射性物質の影響や避難を要する区域が極めて広範囲に及ぶこ

ととなった。このことから、九州内に所在する原子力発電所で万一同様の事故が発生した

場合、その規模や風向きによっては、熊本県内へ影響を及ぼす可能性があるとして、原子

力災害対策計画が策定された。 

 これらの状況を踏まえ、長洲町においても今後の国や県の計画の内容や見直しの状況を

注視しつつ、原子力災害対策に関する計画の策定を検討する。 

 

２．予防計画 

 町は、原子力災害応急対策が迅速に実施できるよう、情報の収集・連絡体制の整備、住

民避難体制の整備、住民への知識の普及・啓発、防護資材の確保等を地域防災計画に準じ

て対応を行う。 

 

３．住民等への情報伝達体制の整備 

 町は、原子力発電所事故等における住民等への情報伝達が円滑に実施できるよう、原子

力発電所事故等の状況に応じて住民等に提供すべき情報の項目について事前に整理する。 

 また、テレビ、ラジオのほか、防災行政無線、インターネット、メール等の多様な通信

手段の活用体制の構築に努める。 
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災害応急対策計画 
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第１節  組織計画 

 

組織計画は災害が発生し、又は発生する恐れがある場合における災害応急対策を実施す

るための組織及び編成である。 

 

１．町防災会議 

災害対策基本法及び長洲町防災会議条例（昭和３７年条例第４８号）の規定に基づき、

長洲町防災会議の組織及び所掌事務は次のとおりとする。 

（１）組織 

会 長 町    長 

委 員 

(1) 熊本県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(2) 熊本県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(4) 教育長 

(5) 有明広域行政事務組合荒尾消防署長及び消防団長 

(6) 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 

(7) 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 

(8) 前各号に掲げる者のほか、防災に関し必要と認める公共的団体の代表者等のうちか

ら町長が任命する者 

 

（２）所掌事務 

① 長洲町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する。 

② 長洲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。 

③ その他法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務。 

 

２．長洲町災害対策本部 

本町の地域において災害が発生し、又は災害発生のおそれがある場合に、町長を本部

長として役場庁舎内に長洲町災害対策本部を設置し、迅速かつ的確に災害予防及び災害

応急対策を実施する。 

（１）災害対策本部の設置または廃止 

① 設置及び廃止の基準 

災害対策基本法第２３条の２第１項の規定に基づき、おおむね次の基準により設

置及び廃止するものとする。 
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設置基準 

・町内で震度5弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

・暴風、大雨、洪水、高潮の特別警報、津波警報及び大津波警報

が発表された場合（自動設置） 

・大規模な災害の発生が予想されるとき 

・警報発表の有無にかかわらず災害が発生し、又は発生のおそれ

があり、特に災害応急対策を実施する必要があるとき 

・その他災害救助法による救助を適用する災害が発生し、必要と

認めるとき 

廃止基準 
・災害発生の恐れが解消したと認めるとき、又は災害応急対策がお

おむね完了したと認めるとき。 

 

② 設置又は廃止の公表 

災害対策本部を設置し、又は廃止したときは公表するとともに、県、警察署長、 

消防機関長、隣接市町に通報するものとする。 

（２）災害対策本部長の職務代理者 

  本部長に事故があった場合は、副町長、総務課長の順位で指揮を執る。 

（３）設置場所 

  本部は役場庁舎内に設置する。 

  ただし、災害等により庁舎が使用不可能となった場合は、地域福祉センターに本部を

設置する。 

（４）災害対策本部の任務 

① 災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 

② 災害対策の連絡調整に関すること。 

③ 水防、その他災害の応急対策に関すること。 

④ 災害救助その他の民生安定に関すること。 

⑤ 施設及び設備の応急の復旧に関すること。 

⑥ その他、災害の発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。 

（５）災害対策本部の組織及び分掌事務 

① 組織 

災害対策本部の組織編成は、次のとおりとする。 
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長洲町災害対策本部組織並びに編成表 

 

本 部 会 議  本 部 室 

本部長 町 長 室長 総務課長 

総務対策部 

広報対策部 

副本部長 副町長 

室員 

まちづくり課長 

議会事務局長 

会計管理者 

本部員 

教育長 

総務課長 次長 建設課長 建設対策部 

建設課長 

室員 

福祉保健介護課長 

子育て支援課長 
福祉対策部 農林水産課長 

まちづくり課長 

福祉保健介護課長 税務課長 

住民環境課長 
生活対策部 

子育て支援課長 

住民環境課長 
まちづくり課長 

農林水産課長 
経済対策部 税務課長 

会計管理者 

学校教育課長 水道課長 

下水道課長 
上下水道対策部 

生涯学習課長 

議会事務局長 

教育長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

文教対策部 

水道課長 

下水道課長 

消防団長 

消防長 

その他町職員（必要に応じ本部長が指

名する者 
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② 災害対策部の分掌事務 

各対策部、班の任務分担及び所掌事務は、次のとおりである。 

対策部名 班名 分掌事務 

総 
 

務 
 

対 
 

策 
 

部 

総務班 

 

（総務課） 

（監査委員事務局） 

（議会事務局） 

１．対策本部に関する事項 

２．職員の動員に関する事項 

３．職員の派遣に関する事項 

４．国、県、他の市町村、指定地方公共機関等との連絡調整及び各種要

請に関する事項 

５．各班及び関係機関との連絡調整に関する事項 

６．災害対策総員の取りまとめに関する事項 

７．自衛隊等の派遣要請に関する事項 

８．災害日誌及び災害記録に関する事項 

９．各機関からの災害情報及び安否情報の収集、取りまとめ及び報告に

関する事項 

10．総務班及び広報班及びその他から収集された災害情報の統括に関

する事項 

11．消防団に関する事項 

12．防災行政無線に関する事項 

13．交通対策に関する事項 

14．災害に係わる町議会に関する事項 

15．避難所の設置に関する事項 

16．他対策部に属さない事項並びに特に本部長の指示する事項 

経理班 

 

（総務課） 

（会計室） 

１．災害対策経費の取りまとめに関する事項 

２．災害対策措置の予算措置に関する事項 

３．災害救助基金等の出納に関する事項 

４．応急対策物品の購入、出納に関する事項 

５．義援金、見舞金品の保管に関する事項 

６．避難施設の管理運営体制（町民研修センター）の整備に関する事項 

７．会計室の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項 

広報情報班 

（まちづくり課） 

（ＩＣＴ推進室） 

１．住民への広報に関する事項 

２．住民からの災害情報及び被害報告の取りまとめに関する事項 

３．災害写真全般に関する事項 

４．気象情報、予警報の記録伝達に関する事項 

５．公共交通機関の運行情報に関する事項（R2変更予定） 

 

 

福 

 

 

 

 

 

１． 災害救助法に基づく諸対策に関する事項 

２．避難行動要支援者の災害応急対策に関する事項 

３．義援金品、見舞金品等の受付配分に関する事項 

４．避難者の健康管理に関する事項 
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祉 

 

対 

 

策 

 

部 

 

 

福祉班 

 

 

 

（福祉保健介護課） 

（子育て支援課） 

５．災害ボランティアに関する社会福祉協議会との連絡調整に関する

事項 

６．救助状況の報告に関する事項 

７．災害時の応急医療に関する事項 

８．医薬品衛生材料の調達並びに供給に関する事項 

９．医療関係者の動員に関する事項 

10. 救護並びに傷病者の移送に関する事項 

11．応急食糧の確保及び調達に関する事項 

12．防災要員に対する炊き出し関する事項 

13．避難施設の管理運営体制（地域福祉センター）の整備に関する事項 

14．避難所の設置運営に関する事項  

15．福祉保健介護課、子育て支援課の分掌事務に係る災害予防及び災害

応急対策に関する事項 

生 

活 

対 

策 
部 

税務班 

 

（税務課） 

１．災害に係る町税の減免に関する事項 

２．固定資産の被害状況実態調査に関する事項 

３．り災証明に関する事項 

４．税務課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項 

環境衛生班 

 

（住民環境課） 

１．安否情報に関する事項 

２．総合案内窓口の設置に関する事項 

３．防疫に関する事項 

４．災害ゴミ及び処理に関する事項 

５．避難所の衛生に関する事項 

６．人命救助及び防疫対策の立案に関する事項 

７．廃棄物処理に関する事項 

８．し尿処理体制の整備に関する事項 

９．死体の処理及び埋葬・火葬の体制の整備に関する事項 

１０．住民環境課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関す

る事項 

 
 
 
 

経 

済 

対 

策 

部 

農林水産班 

 

（農林水産課） 

（農業委員会） 

１．被害農作物の病虫害の防除に関する事項 

２．農地、農業用施設等の災害予防及び被害調書並びに災害応急対策に

関する事項 

３．農林水産課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する

事項 

４．被害者に対する融資の斡旋に関する事項 

５．農業委員会の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する

事項 

６．災害時の応急食糧の確保及び調達に関する事項 

７．災害時使用のための漁港の使用に関する事項 
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商工班 

 

（まちづくり課） 

１．救助物資の斡旋に関する事項 

２．商工水産業の被害状況調査に関する事項 

３．まちづくり課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関す

る事項 

建 

設 

対 

策 

部 

土木班 

 

（建設課） 

１．土木建設用機械等の調達並びに運用に関する事項 

２．交通途絶時の迂回路の設定に関する事項 

３．河川の水位、雨量等の情報収集及び水防法に基づく諸対策

に関する事項 

４．土木施設の災害応急措置に関する事項 

５．港湾海岸保全の災害予防及び災害応急対策に関する事項 

６．道路の被害状況調査に関する事項 

管理班 

 

（建設課） 

１．避難生活者の住宅計画の整備に関する事項 

２．公園施設の災害予防及び災害応急対策に関する事項 

３．避難住民輸送のための長洲港の使用に関する事項 

４．建設課の分掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事項 

上 

下 

水 

道 

対 

策 

部 

水道班 

 

（水道課） 

１．災害時の飲料水確保及び供給に関する事項 

２．避災地域における応急給水活動に関する事項 

３．水道施設の応急対策に関する事項 

４．水道課の分掌事務に係る災害予防及び災害復旧対策に関する事項 

下水道班 

 

（下水道課） 

１．下水道施設の応急対策に関する事項 

２．下水道課の分掌事務に係る災害予防及び災害復旧対策に関する事

項 

３．他対策部への応援に関する事項 

文 

教 

対 

策 

部 

学校教育班 

（学校教育課） 

 

１．教育施設等の復旧に関する事項 

２．児童生徒の応急教育対策に関する事項 

３．児童生徒の安全避難対策に関する事項 

４．避難施設の管理運営体制（各学校）の整備に関する事項 

５．教育委員会の分掌事務に係る災害予防及び災害復旧対策に関する

事項 

生涯学習班 

（生涯学習課） 

１．避難施設の管理運営体制（中央公民館等）の整備に関する事項 

２．社会教育関係団体に関する事項 

３．教育委員会の分掌事務に係る災害予防及び災害復旧対策に関する

事項 

 

 

③ 本部会議 

本部長は、町災害対策本部の運営及び災害対策の推進に関し、協議するため災害 

対策本部を設置したとき及びその後必要のつど本部会議を招集する。 
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本部会議の協議事項はおおむね次のとおりとする。 

ア 本部体制の配備及び廃止に関すること。 

イ 重要な災害情報、被害状況の分析及びこれに伴う対策の基本方針に関すること。 

ウ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

エ 災害対策の重要な連絡または総合調整に関すること。 

④ 本部室の設置 

ア 本部室の設置 

町災害対策本部が設置されたときは、本部会議の庶務、本部の統括的業務を処 

理するため、本部室を置く。本部室は本部長が別に定める場所に設けその運営管

理は、総務班が担当する。 

イ 本部連絡員の配備 

各部長は、災害の種類に応じて本部連絡員を指名し、本部室に出向させ災害情 

報の把握整理、各部班に対する連絡、通報、部外防災関係機関との連絡調整等の

活動にあたらせる。 

 （６）関係機関との連携 

大規模な災害が発生した場合、必要に応じ、熊本県災害対策本部、熊本県現地災害対

策本部、熊本県地方災害対策本部、市町村災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため、

防災関係機関及び学識経験者の参加を求めるものとする。 

（７）災害対策本部室等のスペース確保 

国、県、防災機関等からの連絡員の派遣に備え、災害対策本部室に十分なスペース

を確保しておくものとする。 
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第２節   動員配置計画 

 

災害が発生するおそれ、又は発生した場合における職員の配置体制、配置方法及び応援

等について定め応急措置等の円滑な実施を期する。 

 

１．業務継続性の確保 

大規模災害時においても災害対応等の業務を適切に行うため、第２章第１７節に定めて

いる業務継続計画により、業務継続性の確保を図るものとする。 

 

２．職員配置体制の整備  

（１）職員への周知徹底  

災害発生のおそれ、又は発生した場合における災害応急措置を迅速かつ確実に推進す

るため、所属職員の一部又は全部が直ちに応急措置に従事し、活動されるようにあらか

じめ体制を定め所属職員に周知徹底しておくとともに、相互に協調するよう努めるもの

とする。  

（２）速やかな登庁体制の確保  

大規模な災害発生時において、配置体制を伝達するいとまがない場合などが考えられ

る中で、職員は速やかに自ら得た災害情報に基づき登庁し、災害対策本部事務局を中心

とした各々の対策部での活動に移る。 

  また、防災メールや熊本県防災情報メールサービスを、事前に各個人が所有する携帯

電話に登録し災害情報の収集に努めるとともに、各部署で定められたマニュアルに基づ

いた配備体制を十分に把握しておく。 

 

３．職員の配置基準（風水害時） 

災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合における町職員の配置は、お

おむね次の基準により行うものとする。 

 

（１） 災害対策本部設置前の配置体制 

  災害対策本部設置前の職員の配置体制については、総務課長が災害発生のおそれのあ

る注意報または警報を受けたとき、必要に応じて関係課長を招集し、情報を検討して、

待機職員の指示その他の応急処置を講ずるとともに町長に必要な進言を行うものとする。 

① 注意体制 

気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）等に基づく災害のおそれがある注意 

報で大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報、津波注意報が発表され、総務課長にお

いて注意体制をとる必要があると認めたときは、配置体制（別表１）により職員の

配置を行い、予警報の伝達、災害情報並びに被害報告の収集にあたるものとする。 

 

② 警戒体制 

気象業務法に基づく災害に関する警報で暴風警報、大雨警報、洪水警報、高潮警
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報が発表された場合、災害発生のおそれがある場合及び災害が発生した場合は、総

務課長の指示に基づき配置体制（別表１）により職員の配置を行い、警報の伝達、

災害の情報及び被害報告の収集等災害応急対策の実施にあたるものとする。 

    なお、警戒体制下の配置基準によるもののほか、総務課長が職員の配置を必要と

認めた場合は、職員を増減できるものとする。 

 

   別表１ 対策本部設置前の配置体制 

課   名 注意体制 警戒体制 

総 務 課 

 ２  ３ 
監査委員事務局 

議 会 事 務 局 

会  計  室 

福祉保健介護課   

子育て支援課   

税  務  課   

住 民 環 境 課   

農 林 水 産 課 
 １  ２ 

農 業 委 員 会 

まちづくり課   

建 設  課  １  ２ 

水  道  課   

下  水  道  課   

学 校 教 育 課   ２ 

生 涯 学 習 課   

計  ４  ９ 

  上記の基準によるほか、総務課長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配置体

制及び配置職員の増減をとるものとする。 

 

（２）災害対策本部設置後の配置体制 

災害諸対策を強力かつ迅速に推進するため、次により職員を配置する。 

①  配置体制の基準 

区 分 配 置 時 期 配 置 内 容 

第１配置 

ア 局地的な災害が発生した場合 

イ その他必要により本部長が当該配置を

指示したとき 

予警報の伝達災害情報及び被害報告の収

集、水防救助活動が円滑に行い得る体制と

する 

第２配置 

ア 局地的な災害が発生し、さらに被害が

拡大するおそれがある場合 

イ その他必要により本部長が当該配置を

第 1 配置により難い場合、直ちに災害応

急活動が開始できる体制とする 
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指示したとき 

第３配置 

ア 町内全域にわたる災害が発生し、被害

が甚大な場合 

イ 本部長が当該配置を指示したとき 

全職員をもってあたるもので状況により

それぞれの災害応急対策活動が強力に推進

できる体制とする 

 

② 前記の第１配置、第２配置及び第３配置の各体制下における職員の配置体制は、

おおむね別表２のとおりとする。 

 

別表２ 対策本部設置後の配置体制 

対策部名 班 名 
配 置 体 制 

第１配置 第２配置 第3配置 

総 務 対 策 部 

総務・防災班 

 ８ １３ 

全  員 

経 理 班 

広 報 情 報 班 

福 祉 対 策 部 福 祉 班  ３  ６ 

生 活 対 策 部 
税 務 班  ２  ６ 

環 境 衛 生 班  ２  ４ 

経 済 対 策 部 
農 林 水 産 班  ３  ４ 

商 工 班  １  ２ 

建 設 対 策 部 
管 理 班 

 ３  ６ 
土 木 班 

上下水道対策部 
水 道 班  ３  ５ 

下 水 道 班  ２  ４ 

文 教 対 策 部 
教 育 班 

 ３  ７ 
生 涯 学 習 班  

計  ３０ ５７ 全  員 

上記の基準によるほか、町長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配置体制及び

配置職員の増減をとるものとする。 

 

４．職員の動員、配置のための伝達系統 

（１）勤務時間内の場合 

① 総務課長は、職員の配置体制をとったときは、関係課長に対して配置決定の指示

を行うとともに、庁内放送等により全職員に対し、その旨連絡する。 

② 消防団に対しては、総務課がその旨連絡する。 

③ 関係対策部（課）長は、それぞれの所管する関係事務所等へその旨連絡する。 

（２）勤務時間外の場合 

① 日直者及び総務課防災交通係担当者は、関係者からの報告、テレビ・ラジオ等の
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各種情報媒体及び防災無線等から本計画に該当する情報を得た場合は、総務課長及

び各関係課長に連絡する。 

② 各課の課長は、直ちに関係配置職員（消防団員を含む）に緊急連絡をとる。 

③ 配置職員は、招集の通知を受けたときは直ちに登庁し、登庁した旨を総務課長及

び所属課長に報告するとともに所定の業務につく。 

④ 配置職員は、勤務時間外において災害が発生し、また災害のおそれがあることを

知ったときは、関係者からの連絡、テレビ、ラジオ等の各種情報媒体及び防災無線

等に留意するとともに、進んで関係方面へ連絡をとり、所定の配置につくよう努め

なければならない。 

（３）連絡方法 

① 電話、無線、電報、使送等確実な方法により連絡する。 

② 特に、緊急配置を必要とするときは、公用自動車により、配置職員の所在場所か

ら配置場所へ移行するなどの措置をとる。 

（４）配置体制の解除 

配置体制の原因となった気象予警報が解除されるなど災害発生のおそれがなくな 

ったときは、災害対策本部設置の場合は本部長、災害対策本部設置前の場合は総務課

長が、関係課と協議のうえ注意体制及び警戒体制を解除するとともに、関係課及び消

防団へその旨連絡する。 
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動員配置伝達系図 
 

 

対策本部設置の場合 

 

町      長 

 

                            副  町  長 

 

報    指 

告    示        勤務時間外の場合 

総  務  課  長  

報 

                報    指      告 

日 直 者 

告    示        防災担当者 

 

各   課   長 

            報  報    報   報 

            告  告    告   告 

 

         指        指    指        指 

         示        示    示        示 

関係職員    関係職員    関係職員    関係職員 
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５．他機関に対する職員派遣斡旋等 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、町長は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１７及び災害対策基本法第２９条の規定により、他の地

方公共団体または国の機関の職員の派遣を要請することができる。また災害対策基本法

第３０条の規定により、職員の派遣の斡旋を求めることができる。 

（１）町の体制 

災害応急対策又は災害復旧のため職員の派遣を受けた際の取扱いは、地方自治法 

第２５２条の１７及び災害対策基本法第３２条の規定によるが、災害時における派遣

職員の円滑な受け入れを図り、応急措置の実施が促進されるよう体制を整えておくも

のとする。 

（２）災害派遣手当 

災害派遺手当は、災害対策基本法第３２条の規定により支給する。 

（３）派遣職員に対する給与及び経費の負担 

国からの派遣職員には、災害対策基本法施行令（昭和３７年政令第２８８号）第１

８条の規定、県からの派遣職員には、地方自治法第２５２条の１７第２項の規定によ

るものとする。 

 

６．被災市町村等への職員派遣 

  熊本県現地災害対策本部、地方災害対策本部、市町村災害対策本部からの情報等によ

り、被災市町村単独では十分な災害対応ができないと判断した場合は、被災市町村応援

のための職員の派遣を検討する。  

なお、職員派遣に備え、大規模災害発生時に被災市町村及び全国の被災自治体へ応援

職員を速やかに派遣できる体制の整備を図るものとする。 

  また、被災市町村等への応援職員の派遣は、職員の人材育成を通じた災害対応力の向

上にもつながることから、積極的な応援職員派遣に努めるものとする。 

 

７．職員の安全確認・健康管理等 

  大規模災害発生後速やかに災害対策本部体制を確立するため、発災時に職員の安否確

認等を円滑かつ確実に実施することとする。 

また、災害対応を担う職員自身も被災者であることが多く、かつ、業務量の増大によ

る精神的・身体的な負担が大きいことから、職員の勤務状況や健康状態を把握するとと

もに、職員が休養によって疲労回復を図れるよう、勤務時間や職員配置等について管理

するものとする。 

特に大規模災害の発生直後から復旧・復興に至る過程において、全庁的に業務が増大

することから、優先的に実施すべきものに絞って業務を実施するとともに、必要に応

じ、全庁的な人員調整を行うものとする。 
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第３節  応援要請計画 

 

 大規模な災害等が発生した場合において、災害応急活動等が実施できるよう、あらかじ

め相互応援協定を締結するなど、広域的な応援体制の整備を図るものとする。 

また、近隣の団体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点から、近隣以

外の団体との協定締結も考慮するものとする。 

 

１．「熊本県市町村災害時相互応援に関する協定」に基づく応援要請  

町は、地震等の災害により被災し、単独では十分な応急の復旧対策が出来ない場合に

は、熊本県市町村災害時相互応援に関する協定（平成15年７月23日協定）に基づき、応

援の要請を行うものとする。  

 

２．県への応援又は応援斡旋の要請 

  町は、当該町の地域に係る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

要があると認めるときは、県に対して応援又は応援の斡旋、情報連絡員（LO）の派遣を

要請するものとする。 

 

３．自衛隊派遣要請 

  自衛隊の派遣要請については、別節「自衛隊災害派遣要請計画」による。 

 

４．「被災市区町村対応職員確保システム」に基づく協力要請 

 町は、必要に応じ、被災市町村の長への助言や関係機関等との連携を行う「災害マネ

ジメント総括支援員」の派遣を、県を通じて総務省に、又は対口支援団体（カウンターパ

ート）に要請するものとする。 

 

５．災害時相互応援協定を締結している団体等への要請 

  大規模災害等の発生により必要があると認める場合には、応援協定を締結している団

体、企業、防災関係機関等に対し、各協定であらかじめ定めた手続きにより応援を求め

るものとする。  

 

６．相互応援の強化 

  町は、他自治体との相互応援協定締結に当たっては、近隣の自治体に加えて、大規模

な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する自治体との間での協定締結

も考慮するものとする。  

また、必要に応じて、被災時に周辺市町が後方支援を担える体制となるよう、あらか

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

な準備を整えるものとする。 
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７．複合災害における応援要請 

  町、関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念

される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配分

ができない可能性があることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行うとともに、

外部からの応援を早期に要請するよう努めるものとする。 
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第４節  自衛隊災害派遣要請計画 

 

天災地変その他の災害に対し、人命又は財産の保護のため、自衛隊法第８３条の規定に

基づく自衛隊の災害派遣の要請に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

１．災害派遣要請の基準 

  天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合

には、災害派遣を要請することができる。  

この際、特に公共性、緊急性、非代替性について留意すること。  

 

２．要請の手続 

自衛隊の災害派遣を要請する場合は、次の事項を記載した文書または口頭により、県

玉名地域振興局長を経由し知事に申し出る。 

ただし、緊急を要する場合は、直接、県知事公室長（危機管理防災課）に電話等迅速

な手段で行い、その後、速やかに要請書を提出する。 

（１）災害の状況及び派遣を要する事由 

（２）派遣を希望する期間 

（３）派遣を希望する区域及び活動内容 

（４）その他参考となる事項項（連絡方法、連絡責任者及び部隊の集結地等） 

   ただし、突発災害等緊急を要し、上記事項が判断できない場合においても、最小

限「派遣を希望する区域及び活動内容」を明らかにして要請するものとする。 

 

３．自衛隊に要請する活動内容 

① 人命救助：行方不明者の捜索、被災者の救出・救助 

② 消防活動：林野火災等に対し、航空機による消火 

③ 水防活動：土のうの作成、運搬、積み込み 

④ 救援物資の輸送：車輌及びヘリコプターによる物資の輸送 

⑤ 道路の応急啓開：応急の土木工事、土砂崩れに対する工事等    

⑥ 医療、防疫：応急救護及び除染車等による地域の防疫 

⑦ 給水活動：水タンク車、水トレーラーによる給水 

⑧ 給食：炊事車による炊飯（温食） 

⑨ 宿泊活動：天幕（テント）を使用した宿泊施設の設置  

⑩ 入浴活動：公園及びグランド等の野外における、応急風呂の開設 

 

４．連絡担当者 

（１）町長は、部隊の派遣について通知を受けたときは、関係職員の中から連絡担当者

を指名して現地に派遣する。 

（２）連絡担当者は、部隊の受入れ及び作業について現地における町の責任者として、

県、部隊及び町との連絡にあたる。 
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５．派遣要請後の措置 

町長は、部隊の派遣を受けたときは、次の措置を講じて部隊の作業を援助し、災害派

遣要請の目的を達するよう努める。 

（１）部隊との応急措置に従事する消防団、その他地元地区民との協調をはかる。 

（２）自衛隊の宿泊施設及び車両等の保管場所の準備をする。 

（３）応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着

後は速やかに作業が開始できるようあらかじめ準備しておく。 

（４）部隊が到着した場合は、部隊を目的地に誘導するとともに、部隊指揮官と協議し

て、作業が他の機関の活動と競合重複せず最も効果的に作業が分担できるよう配慮

する。 

 

６．派遣部隊の撤収要請 

町長は、派遣目的を達した場合またはその必要がなくなった場合は、速やかに派遣要

請の要領に準じて撤収要請（撤収時期及び理由）を行う。 

 

７．経費の負担区分等 

派遣部隊が活動に要した経費のうち次に掲げるものは、町の負担とする。ただし、２

以上の地域にわたって活動した場合の経費の負担割合は、関係市町が協議して決めるも

のとする。 

（１）部隊が連絡のために宿泊施設に設置した電話の施設費及び当該電話による通話料

金等 

（２）部隊が宿泊のために要した宿泊施設の電気料金及び水道料金 

（３）宿泊施設の汚物の処理料金 

（４）活動のため現地で調達した資材等の費用 

（５）その他必要な事項については、協議して定める。 
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第５節  予警報等伝達計画 

 

本計画は、災害発生のおそれのある気象業務法に基づく警報及び注意報並びに水防警報、

消防法に基づく火災気象通報等（以下「予警報等」という。）を関係機関及び住民に迅速か

つ確実に伝達するための通報系統及び要領等を定めて、適切な防災措置の実施を期するも

のである。 

 

１．予警報等の定義 

この計画において、気象及び地象に関する予警報並びに情報の定義は、次に定めると

ころによる。 

（１）気象等の特別警報、警報及び注意報 

特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超え、キキクル（気象庁）の「危険」（紫）

が出現しかつ、数十年に一度の現象が予想され重大な災害が発生するおそれが著しく

大きい場合に、気象業務法に基づいて熊本地方気象台が一般及び関係機関に対して最

大限の警戒を喚起するために行う予報をいう。 

警報とは、重大な災害が起きるおそれがある場合に気象業務法に基づいて熊本地 

  方気象台が一般及び関係機関に対して警戒を喚起するために行う予報をいう。 

注意報とは、災害が起きるおそれがある場合に気象業務法に基づき、熊本地方気  

象台が一般及び関係機関に対して注意を喚起するために行う予報をいう。 

 

 

 

◎ 熊本地方気象台が発表する気象等の特別警報、警報、注意報の種類及び発表基準 

 種  類 発  表  基  準 

特 
 

別 
 

警 
 

報 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨地区別警

報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき

事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことに

よる規定障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。 

波浪特別警報 
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きに発表される。 
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高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいときに発表される。 

種  類 発  表  基  準 

警 
 
 
 
 

報 

暴風警報 
暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は平均風速が20m/s以上。 

暴風雪警報 
暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は雪を伴い平均風速が20m/s以上。 

大雨警報 

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。 

具体的な基準は表面雨量指数基準が 23 以上又は土壌雨量指数基準が 189 以

上。 

大雪警報 

大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は 24 時間の降雪の深さが、平地において 10 ㎝以上、山地にお

いて20㎝以上。 

洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがある予想される場合。 

具体的な基準は流域雨量指数基準が宮崎川流域で7.5以上、菜切川流域で11.4

以上、浦川流域で8.8以上。又は複合基準及び指定河川洪水予報による基準。 

高潮警報 

台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると予

想される場合。 

具体的な基準は海岸線の潮位が標高4.1ｍ以上。 

波浪警報 
風浪、うねり等によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は有義波高が内海2.5ｍ以上。 

 

 

 

 

      

注      

意      

報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的な基準は表面雨量指数基準が12以上又は土壌雨量指数基準128以上。 

洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

具体的な基準は流域雨量指数基準が宮崎川流域で6以上、菜切川流域で9.1以

上、浦川流域で7以上。又は複合基準及び指定河川洪水予報による基準。 

大雪注意報 

大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的な基準は24時間の降雪の深さが、平地において3㎝以上、山地におい

て5㎝以上。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的な基準は平均風速が10ｍ/s以上。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる

災害」のおそれについても注意を呼びかける。 

具体的な基準は雪を伴い平均風速10m/s以上。 
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波浪注意報 
風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は有義波高が内海1.5m以上、。 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常上昇により災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

具体的な基準は海岸線の潮位が標高3.0m以上。 

 

種  類 発  表  基  準 

 

 

 

 

注 

 

 

 

意 

 

 

 

報 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的な基準は視程が陸上で100m以下、海上で500m以下。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」によ

る災害についての注意喚起が付加されることもある。急な強い雤への注意につ

いても雷注意報で呼びかけられる。  

乾燥注意報 

空気の乾燥により、災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

具体的な基準は実効湿度が65%以下で最小湿度が40%以下。 

なだれ注意報 

なだれが発生して災害が起るおそれがあると予想される場合。 

具体的な基準は積雪の深さ100㎝以上で、１．気温3℃以上の好天 ２．低気

圧等による降雨 ３．降雪の深さが30㎝以上のいずれかが予想される場合。 

着氷・着雪注意

報  

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに

発表される。 

具体的な基準は大雪警報、大雪注意報の条件下で気温が－２℃から＋２℃と予

想される場合。  

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれがあるときに発

表される。 

具体的な基準は11月20日までの早霜又は3月20日以降の晩霜で、最低気温

３℃以下になると予想される場合。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道

管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。 

具体的な基準は、次のとおり。 

冬季：平地で最低気温が－5℃以下。 

夏季：平年より平均気温が4℃以上低い日が3日続いた後、さらに2日以上続

くと予想される場合。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
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具体的には、浸水、土砂災害の災害が発生するおそれがあるときに発表され

る 。 

 

記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に、現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小

河川の洪水害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であること

を知らせるために発表される情報。 

具体的な基準は１時間雨量が110mm以上。 

 

（注）表面雨量指数基準とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指

標。地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ

溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したもの。 

土壌雨量指数とは、降った雨が土壌中に貯まっているようすをあらわしたもので、土

砂災害発生の危険性を示す指標。５キロ格子毎に指数を決めて、長洲町内の最も低い指

数を示している。 

   流域雨量指数とは、細分区域・市町村をまたがって流下する河川について、河川に

集まってくる水の量を把握するための指数。「上流降雨による下流の洪水危険度」を監

視することが可能。 

 

（２）気象情報 

気象情報は、気象業務法に基づき、観測の成果の発表や予報事項に関係する情報を 

、一般および関係機関に対し発表し、円滑な防災活動ができるように支援するもので、

その情報は次の３つに大別される。 

① 災害に結びつくような顕著な現象の発現が予想されるが警報・注意報等を未だ行 

 うに至らない場合などに予告的に発表する予告的情報。 

  ② 顕著な現象が切迫しているかあるいは発現して、特別警報、警報、注意報などを

行っている場合などに、特別警報、警報、注意報を補完するための補完的情報 

  ③ 大雨警報を発表中に、数年に一度しか起こらないような短時間の猛烈な雨、熊本 

   県では1時間110㎜以上を観測もしくは解析した場合に、さらに警戒を呼びかける 

   ｢熊本県記録的短時間大雨情報｣がある。 

（３）大津波警報・津波警報・注意報 

   気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を即時に推定し、これらをもとに

沿岸で予想される津波の高さを求め、津波による災害の発生が予想される場合には、

地震が発生して約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報（以下これらを

「津波警報等」という。）を発表する。なお、大津波警報については、津波特別警報に

位置づけられる。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は数値で発表する。た

だし、地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を数

分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過小に見

積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現で発表した

場合は、地震発生からおよそ１５分程度で求められる地震規模（モーメントマグニチ
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ュード）をもとに、予想される津波の高さを数値で示した更新報を発表する。 

津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に

間に合わない場合がある。 

・津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する場

合がある。 

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行

う。このうち、津波の観測状況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さい

と判断した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面

変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

 

（４）津波予報 

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予

報で発表する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

 発表基準 発表内容 

津 

波 

予 
報 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表） 

津波の心配なしの旨を発表 

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき

（津波に関するその他の情報に含めて発

表） 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のた

め被害の心配はなく、特段の防災対応の

必要がない旨を発表） 

津波警報等の解除後も海面変動が継続す

るとき（津波に関するその他の情報に含

めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測さており、今

後も継続する可能性が高いため 海に入っ

ての作業や釣り、海水浴等に際しては十

分な留意が必要である旨を発表） 

 

（５）緊急地震速報（警報） 

   気象庁は、震度５弱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

（緊急地震速報で用いる区域）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地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、震源付近では強い揺れの到達には間に合わな

い。 

（６）火災気象通報 

火災気象通報とは、消防法に基づいて熊本地方気象台長が、気象の状況が火災の予 

防上危険であると認めるときは、その状況を直ちに知事に通報するものである。 
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知事はこの通報を受けたときは、直ちに市町村長に通報しなければならない。 

火災気象通報を行う場合の基準は、次のとおりである。 

実効湿度が65％以下又は最小湿度40％以下で、熊本の最大風速が7 m/sを超え 

る見込みのとき。 

（７）火災警報 

火災警報とは、消防法に基づいて町長が火災気象通報を受けたとき、又は状況が火 

災の予防上危険であると認めるとき、一般に対して警戒を喚起するために行う警報を

いう。 

（８）水防警報 

   水防警報とは、水防法に基づき国土交通大臣または知事が指定する河川について洪

水による災害の発生が予想される場合、国土交通大臣が指定する河川については、国

土交通省の出先機関の長が、知事が指定する河川等については、知事が水防を必要と

認め警告を発するものをいう。 

（９）水防に関する情報 

   水防に関する情報とは、河川の氾濫をはじめとした水災の防止を目的として、河川

の水位、河川の水位に影響を及ぼす雨量等の情報を県が任意で発するものである。 

（10）土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報【土砂災害】） 

   土砂災害警戒情報とは、土砂災害による人的被害防止の観点から、気象業務法、災

害対策基本法及び土砂災害防止法に基づき、大雨警報発表中でさらに大雨による土砂

災害発生の危険度が高まった市町村に対して、市町村長が防災活動や住民等への避難

指示等の災害応急対応を適時適切に行えるよう支援すること、また、住民の自主避難

の判断等に利用できることを目的として県と気象庁が共同で発するものである。 

（11）土砂災害危険度情報 

   土砂災害危険度情報とは、熊本県と熊本地方気象台が共同で発表する情報で、大雨

警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高まった時、市

町村長が避難指示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市町村

毎、八代市・天草市・山都町については東部・西部に分割して発表する。 

（12）地震・津波情報の例文は、次のとおりである。 
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 ① 震度速報 

令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台発表 

 令和○○年○○月○○日○○時○○分頃地震による強い揺れを感じました。 

 現在、震度３以上が観測されている地域は次のとおりです。 

震度６弱  

震度５強  

震度５弱 

震度４ 

震度３ 

 今後の情報に注意してください。＝ 

② 津波情報 

   ア 津波情報（津波予想時刻・予想される津波の高さに関する情報） 

 令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台 

 ［津波到達予想時刻・予想される津波の高さ］ 

 津波到達予想時刻及び予想される津波の高さは次のとおりです 

 予報区名        津波到達予想時刻      予想される津波の高さ 

 〈大津波〉      ○○日○○時○○分        ○○ｍ 

  ○○○○ 

〈津波〉 

  ○○○○      ○○日○○時○○分        ○○ｍ 

 ［震源、希望］ 

  ･･･････ 

  ＝ 

   イ 津波情報（各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報） 

 令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台 

 ［各地の時刻・津波到達予想時刻］ 

 津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です 

各地の満潮時刻と津波到達予想時刻は次のとおりです 

 予報区名・地点名      満潮時刻      到達予想時刻 

 〈大津波〉        

  ○○○○（予報区名）             ○○日○○時○○分 

  ○○○○（地点名）  ○○日○○時○○分   ○○日○○時○○分 

〈津波〉 

  ○○○○（予報区名）             ○○日○○時○○分 

  ○○○○（地点名）  ○○日○○時○○分   ○○日○○時○○分 

 ［現在予想を発表している沿岸］ 

〈大津波〉 

 ○○○○．．． 

〈津波〉 

 ○○○○．．． 

［震源、希望］ 

  ･･･････ 

  ＝ 
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ウ 津波情報（津波観測に関する情報） 

 令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台 

 ［各地の検潮所で観測した津波の観測地］ 

 場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよる更に大きな津波が到達していること

が考えられます。 

今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます 

○○日○○時○○分現在、検潮所での観測値は次のとおりです 

 三角    第１波  ○○日○○時○○分   （＋） ○○．○ｍ 

       最大波  ○○日○○時○○分       ○○．○ｍ 

 ○○    第１波  ○○日○○時○○分   （－） ○○．○ｍ 

       最大波  ○○日○○時○○分       ○○．○ｍ 

 ［現在予想を発表している沿岸］ 

〈大津波〉 

 ○○○○．．． 

〈津波〉 

 ○○○○．．． 

［震源、希望］ 

  ･･･････ 

  ＝ 

 

  ③ 地震情報（震源・震度に関する情報） 

   ア 地震情報（震源に関する情報）    

 令和○○年○○月○○日○○時○○分 気象庁地震火山部発表 

 きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。 

 震源地は、○○○地方（北緯○○．○度、東経○○．○度）で、震源の深さは、約○○km、

地震の規模は（マグネチュード）は、○．○と推定されます。 

 この地震による津波の心配はありません。 

   イ 地震情報（震源・震度に関する情報） 

 令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台発表 

 きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。 

 震源地は、○○○地方（北緯○○．○度、東経○○．○度）で、震源の深さは、約○○km、

地震の規模は（マグネチュード）は、○．○と推定されます。 

 【震度３以上が観測された地域】 

震度６弱  

震度５強  

震度５弱 

震度４ 

震度３ 

【震度５弱以上が観測された市町村】 

震度６弱  

震度５強  

震度５弱 

情報 第○○号＝   
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  ④ 各地の震度に関する情報 

令和○○年○○月○○日○○時○○分 福岡管区気象台発表 

 きょう○○日○○時○○分ころ地震がありました。 

 震源地は、○○○地方（北緯○○．○度、東経○○．○度）で、震源の深さは、約○○km、

地震の規模は（マグネチュード）は、○．○と推定されます。 

 各地の震度は次のとおりです。 

 なお、＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。 

熊本県   震度６弱   ○○市○○町   ○○町○○ 

震度５強   ○○市○○町   ○○町○○ 

震度５弱   ○○市○○町    

震度４    ○○市○○町   ○○町○○ 

震度３    ○○市○○町   

震度２    ○○市○○町   ○○町○○ 

震度１  

 【震度５弱以上と考えられるが現在震度を入手していない観測点】 

 ○○市○○町 

 この地震による津波の心配はありません。 
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２．伝達系統及び実施方法 

気象及び地象に関する予警報等の情報伝達及び実施方法は、次に定めるところとする。 

 

（１）勤務時間内の受け入れ、伝達 

国県等の各機関からの各種予警報・情報は、総務課（災害対策本部設置時は総務 

班）が受け、関係部課、消防団等に連絡するとともに、庁内放送等により全職員に

周知する。 

（２）勤務時間外の受け入れ、伝達 

① 災害対策本部設置前にあっては、日直員が受信し、総務課長及び各関係課に 

連絡する。 

各課長は配置の基準に該当する場合には、直ちに各配置職員に連絡する。 

② 総務課長は、配置の基準に該当する場合は、必要に応じ消防団、関係団体に 

連絡する。 

③ 災害対策本部設置時にあっては、総務班が受理し、関係部課へ連絡する。 

（３）一般住宅への通報 

住民に対する通報については、必要に応じ消防団（分団）、情報連絡員、関係団 

体に連絡し周知を図るとともに総務課（災害対策本部設置時は情報班）は、防災行

政無線、防災メール等により周知を図る。 

消防団においては、各分団の担当者に連絡し、各担当者は、地域住民に周知す 

る。 

（４）予警報等受領伝達簿 

総務課（災害対策本部設置時は総務班）は予警報、情報、通報等の受領、伝達そ 

の他の処理に関する取扱いの責任を明らかにし、かつ事後の参考に資するため予警

報等受領伝達簿を作成する。 
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専用回線 

防災行政無線 

防災メール 

電話 

広報車 

ＳＮＳ 

専用回線 

 

【気象台が発する気象予警報伝達図】 
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３．予警報等の伝達体制の強化等 

  高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保を適切なタイミングで発令するため、「熊

本県防災情報共有システム」を活用するなど、関係各機関や民間企業、現地からの報告

等判断材料となる防災情報等を迅速かつ的確に把握するとともに、関係機関及び住民へ

の通知を行うものとする。 

 

Ｊアラート 

住  民 

熊本地方気象台 

熊本県 

長洲町 

熊本県警察本部 

荒尾警察署 

ＮＴＴ 報道機関 
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第６節  災害情報通信計画 

 

災害の情報及び被害状況の収集は、災害応急対策を迅速かつ適確に実施する基礎となる

ものであるから、災害が発生し、または発生するおそれがあると予想されるときは、速や

かにこれらの情報、報告の収集が行える体制を確立するものとする。 

 

１．災害情報の収集 

（１）異常現象発見者の通報 

災害発生のおそれがある異常現象（たつまき、強いひょう、地震、異常潮位、津

波、山くずれ、がけくずれ等）を発見した者は、直ちにその旨を町長、情報連絡員、

消防団員、警察官または海上保安官に通報しなければならない。 

（２）情報連絡員の通報 

① 現地における災害の状況等を把握するため、本町を消防分団区域別に区分し、

それぞれの地区に情報連絡員を置く。 

② 各情報連絡員は各消防分団幹部等のうちから常時可能な者を選任する。 

③ 情報連絡員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき若しくは注意体

制下においては、地区内の危険箇所の状況把握を行うとともに、随時巡回を行う

などして地区内の災害の状況の推移に注意し、消防団員等との連絡を密にし、情

報を収集する。 

④ 災害が発生した場合又は、異常現象発見者からの通報を受けた場合は、直ちに

その状況を調査し、総務課に通報する。 

（３）消防団関係 

① 消防団員は常時地区内の状況を把握するとともに、情報連絡員との連絡を密に

する。 

② 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、若しくは警戒体制下において

は地区内の危険箇所を巡回し、状況の把握及び情報収集を行う。 

③ 災害が発生した場合または通報を受けた場合は、その状況を調査し直ちに所定

の方法により総務課（総務班）へ通報する。 

（４）情報のとりまとめ 

① 各部（班・課）は、それぞれ所管事項に係る被害状況を収集把握するとともに、

随時総務課（総務班）に連絡する。 

② 総務課（班）は情報連絡員、各部、課（班）、消防団、その他からの情報連絡を

確実に受領整理し、総務課長に報告するとともに関係各部（課）各班長に通報す

る。 

 

２．災害情報の通報、報告 

災害に関する報告は、熊本県被害報告取扱要領に定めるもののほか本計画による。 

（１）報告等の種別 
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災害の報告は、災害情報、被害状況報告（速報、確定）災害年報とする。 

① 災害情報 

災害の状況及び災害に対してとるべき措置等についてその都度報告するもの

とする。(様式1号) 

② 被害状況報告（速報） 

災害による被害状況及び応急措置状況を逐次報告する。 （様式２号） 

③ 被害状況報告（確定） 

同一の災害に対する被害調査が終了したとき、または応急対策が終了したとき

は、終了した日から１０日以内に文書をもって行う。 （様式２号） 

 

（２）報告の実施 

① 災害発生通報の報告は、災害の種類に応じ、その事務を統轄する部（課）の長

が総務課長に報告する。 

総務課長は県（玉名地域振興局総務振興課）へ原則として防災情報共有システム

への入力により報告するものとする。 

 ただし、通信の途絶等により県（県本庁又は地域振興局）に報告することがで

きないときは、直接国（総務省消防庁）に対して被害報告を行うものとする。こ

の場合、通信が回復次第、速やかに県に報告するものとする。 

② 被害状況報告（速報、確定）の報告については、各部（課）が災害発生にかか

る被害状況を調査把握し、判明しだい逐次県（玉名地域振興局所管課）へ報告す

る。この場合、少なくとも災害発生通報後2時間以内に被害状況第一報を報告す

るものとする。 

③ 災害対策本部が設置されたときは情報班において、災害情報、被害状況報告（速

報）を行う。 

 

３．防災情報の収集・伝達システムの活用 

防災情報共有システム（県防災情報ネットワークシステムや県統合型防災情報シス

テム、防災情報提供システムを含む）を活用して、各種防災情報の効率的な収集及び

情報に基づく意思決定の迅速化、防災関係機関相互の情報の共有化を図るものとす

る。  

さらに、避難指示等を発令した場合には、防災行政無線及び防災メールによる通知

のほか、災害情報共有システム（Ｌアラート）（以下、単に「Ｌアラート」とい

う。）へ情報配信を行い、テレビ、ラジオ等の報道機関を活用して伝達手段の多重

化・多様化を図り、住民への確実で迅速な伝達を図るものとする。  

特に要配慮者が利用する施設においては、避難行動に時間がかかることを考慮し、

伝達に漏れがないよう留意する。 

なお、平時においては、防災情報機器操作マニュアル等に基づき、県防災情報ネット

ワークシステム等の防災情報端末操作の習熟を図っておくものとする。 
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４．災害通信の手段 

（１）災害通信の方法 

災害予警報の伝達、通報又は被害状況の報告及び各種情報の連絡は次に掲げる通

信手段により、速やかに行う。 

① 一般加入電話 ② 県防災行政無線 ③ 電報、使送 ④ 町防災行政無線 

（２）通信途絶時における措置 

通信施設（主として一般加入電話）の使用不能若しくは使用困難なときの一般へ

の伝達は、町の広報車を利用し、その他必要な指揮命令、広報の伝達を迅速、確実

に実施するために適切な措置をとるものとする。 

（３）優先順位 

通信施設を優先して使用する場合の優先順位は、大体次の順位が考えられる。 

① 住民に対する避難指示等人命に関する事項の通信 

② 応急措置の実施に必要な通信 

③ 災害警報、災害予報等の通信 

④ その他予想される災害の事態並びにこれに対する事前措置に関する事項等の

通信 
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（４）長洲町内に設置してある｢災害時優先電話｣ 

長洲町役場 
７８‐３１１１ 

７８‐３１０４ 

ＬＩＸＩＬ 

有明工場 

７８－４５３９ 

７８－４５３８ 

中央公民館 ７８－００５３ 長洲小学校 ７８－０１０９ 

水道課 ７８－０１２６ 清里小学校 ７８‐０６０５ 

腹赤水源地 ７８－２２７９ 腹赤小学校 ７８‐０７０４ 

長洲交番 ７８－０１１０ 六栄小学校 ７８‐０７０５ 

腹赤駐在所 ７８‐５３１２ 長洲こどもの海保育園 ７８‐０４０６ 

有明消防長洲分署 ７８‐０１４５ 
長洲しおかぜ 

こども園 
７８‐４６８０ 

長洲郵便局 ７８－０５００ 長洲中学校 ７８－０１０５ 

清里郵便局 ７８－０１４２ 腹栄中学校 ７８－０７０７ 

向野郵便局 ７８‐０４４２ 西山クリニック ７８‐７８１１ 

腹赤郵便局 ７８－０２４２ 淡河・黒田医院 ７８－６５１７ 

学校教育課 ７８－３２７４ 長洲町商工会 ７８－０４１０ 

多田隈医院 ７８－３０１１ JA玉名長洲総合支所 ７８－５５５５ 

ながすクリニック ７８－０５２７ 肥後銀行長洲支店 ７８－１２３１ 

有明成仁病院 ７８－１１３３ 
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 

有明事業所 
７８－７１００ 

有明海自動車航送船

組合 

７８－０１３１ 

７８－０１３２ 
不二ライトメタル 

７８－２１１４ 

７８－２１１１ 

熊本北部漁業協同組合 ７８－０５１６   
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第７節  広報計画 

 

災害時の情報及び被害状況等を、報道機関その他を通じて速やかに関係機関及び住民

に周知徹底し、被害の軽減と民心の安定を図るものとする。 

また、時間の経過とともに刻一刻と変化する被災者のニーズを先取りして、きめ細や

かに必要な情報の発信に努めるものとする。 

 

１．実施機関 

基本法に定められている災害応急対策責任者（基本法第50条、第51条）は、それぞ

れ分担事務または業務について、広報活動に努めるものとする。 

 

２．実施機関の相互の連絡 

各実施機関は、相互に情報の通報及び交換を行うものとする。 

 

３．町における広報活動 

  収集した被害情報及び被災者・避難者に関する対策等について、報道機関や広報紙

等を活用し、速やかに住民に対する周知を図るものとする。 

（１）広報内容 

   災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 

  ① 災害対策本部の設置等（町の防災体制） 

  ② 災害の概況（被害の規模・状況等） 

  ③ 台風等に関する情報 

  ④ 町及び消防機関の防災体制及び応急措置に関する事項 

  ⑤ 避難指示等（指定緊急避難場所・避難路の指示）及び避難時の留意事項 

  ⑥ 電気、水道等供給の状況、復旧状況 

  ⑦ 道路交通等に関する事項、復旧状況 

  ⑧ 道路、河川等の公共施設被害、復旧状況 

  ⑨ 住民の安否情報 

  ⑩ 交通規制の状況 

⑪ り災証明等支援制度に関する情報 

  ⑫ 廃棄物処理に関する情報 

  ⑬ 医療機関、金融機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活に

関連する情報 

  ⑭ その他必要な事項 

（２）広報の方法  

   広報の実施に当たっては、情報の出所を明確にしたうえで、災害の規模、態様

に応じて次の広報手段のうち最も有効かつ適切な方法によるものとする。 

  ① 町広報媒体の利用（町ホームページ、メールサービス等） 
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  ② 防災行政無線による広報 

  ③ 広報車による広報 

  ④ 消防団、自主防災組織による広報 

  ⑤ 報道機関（ラジオ、テレビ、新聞等）による広報 

  ⑥ 広報誌による広報 

  ⑦ 携帯電話メールサービスによる広報 

  ⑧ チラシの張り出し・配布 

  ⑨ その他状況に応じ効果的な方法 

   

４．住民等からの問い合わせ対応 

被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不 

当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等任命に関わるような災害直

後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答

するよう努めるものとする。この場合において、安否情報の適切な提供のために必

要と認めるときは、関係地方公共団体、消防機関、県警察等と協力して、被災者に

関する情報の収集に努めることとする。 

 

５．報道機関への対応 

大規模災害時に、災害対策本部員が災害対応に専念できるよう、一元的に報道機関

への対応を行う窓口の設置及び情報提供のあり方（発表時間、回数、提供方法等）を

検討する。 

 

６．行方不明者・死者の氏名等の公表について 

  災害時において 

  〇行方不明者：当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがあるもの 

  〇安否不明者：当該災害による行方不明者と断定できないが、当人と連絡が取れ

ず安否が不明なもの 

〇死者：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もの 

   とし、安否不明者の早期の安否確認及び捜査対象の絞り込みなどにより行方不明

者の捜索活動に資する場合に、長洲町個人情報保護条例第１２条第２項第２号に基

づき、災害における行方不明者・死者等に関しては、原則として氏名等（年齢・性

別・住所・死因等の属性）を公表するものとする。ただし、住民基本台帳の閲覧制

限がある場合には、行方不明者・安否不明者については非公表とする。 

   また、死者に関しては、遺族の同意がない場合、または、住民基本台帳に閲覧制

限がある場合は非公表とする。 
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 第８節  水防計画 

 

別 紙 計 画 書 
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第９節  消防計画 

 

災害時における町民の生命、身体及び財産を保護するとともに被害の拡大を防止し、も

って安寧秩序の保持と社会公共の福祉増進を図るものとする。 

 

１．消防組織 

本町消防団は、団員総数460 名 15 分団をもって編成しており、災害報知と同時に速や

かに出動ができるよう編成している。 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）及び消防力の基準等による本町の消防組織、

機構は次のとおりである。 

 

 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 計 

本 部 １ ４   ３ ８ ４０ ５６ 

1 分 団   １ １ ３ ３ １５ ２３ 

2 分 団   １ １ ３ ３ ２１ ２９ 

3 分 団   １ １ ３ ３ １４ ２２ 

4 分 団   １ １ ３ ３ ２０ ２８ 

5 分 団   １ １ ３ ３ １８ ２６ 

6 分 団   １ １ ３ ３ ２２ ３０ 

7 分 団   １ １ ３ ３ １９ ２７ 

8 分 団   １ １ ３ ３ ２７ ３５ 

9 分 団   １ １ ３ ３ ２０ ２８ 

1 0 分 団   １ １ ３ ３ １９ ２７ 

1 1 分 団   １ １ ３ ３ １１ １９ 

1 2 分 団   １ １ ３ ３ １３ ２１ 

1 3 分 団   １ １ ３ ３ ３２ ４０ 

1 4 分 団   １ １ ３ ３ １６ ２４ 

1 5 分 団   １ １ ３ ３ １７ ２５ 

         

計 １ ４ １５ １５ ４８ ５３ ３２４ ４６０ 
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消防機構 

          

         

          

       

 

 

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．消防施設整備状況 

（１）消防機械器具 

現有の消防力は次のとおりである。 

小型動力ポンプ積載車  １６ 台 

小型動力ポンプ軽積載車  １ 台 

小型動力ポンプ     １６ 台 

（２）消防水利 

消防水利は、常時使用可能な状態に保安管理するとともに水利不足の地域におい

ては、計画的に増設を図る。プール新設に際しては、消防用水利として有効に活用

できるように措置を施す。また、用水路改修の際は、消防用ピットを設ける等消防

用水利施設の強化を図る。 

 

３．消防活動計画 

（１）火災警報の発令 

① 町長は、火災気象通報が発せられた場合または気象の状態が火災の予防上危険

消防団長 

副 団 長 

町 長 

消防本部 
消 防 長 

荒尾消防署長 

長洲分署長 

第

一

中

隊 

第

二

中

隊 

第

一

分

団 
二 三 四 五 十

五 

十
四 

十
三 

十
二 

十
一 

九 八 七 六 十 
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であると認めるときは、火災に関する警報を発する。 

② 火災警報の発令及び解除の伝達は、消防団及び関係機関へ速やかに連絡すると

ともに、広報車による広報宣伝、消防各分団のサイレン、警鐘の吹鳴、打鐘（消

防信号）等により、町全域に周知を図るものとする。 

③ 火の使用制限 

町長は、火災警報を発した場合は、その解除までの間、有明広域行政事務組合

火災予防条例に定めるところにより、町民の火の使用を制限する。 

（２）火災予防 

① 異常気象時の消防対策 

強風注意報、異常乾燥注意報等の発令により、火災予防上危険があると認める

場合、または火災が発生した場合等、大火に発展しやすい異常気象時には、消防

本部と協力し、広報車、有線放送等によりー般住民の警戒心の喚起に努め、警戒

体制を強化するとともに、特別警戒体制を確立して万全を期す。 

②危険区域及び特殊建築物等の消防対策 

火災が発生した場合、人命損傷の危険が予想され、かつ大火を誘発させるおそ

れのある地域、大規模な木造建築物、中高層の特殊建築物などに対しては、地域

及び対象物ごとに、消防活動計画を樹立し、火災防止、人命救助等の研究、訓練

を実施し、防御活動の万全を期す。 

③ 危険物防御対策 

ア 危険物火災 

危険物、準危険物等の火災防御に対しては、種類、状況等を速やかに把握し、

その性状に対応した防御活動により早期鎮圧を図る。 

消火方策の決定にあたっては、危険物の性状及び量的な面から検討を加え現

場指揮者が決定する。 

初期消火活動に必要な薬剤を備蓄するとともに、調達、輸送にあたっては、

緊急車による誘導、その他隣接の消防機関、荒尾警察署に協力を要請し、輸送

の迅速化を図る。 

イ 爆発火災 

爆発により火災が発生し、又は爆発を伴う火災に対しては、人命救助など救

助活動を主体とし、延焼防止、爆発被害の減少を図る。 

爆発災害現場においては、防御活動の安全と確保を図るため、当該施設の保

安監督者などと協議し、応急危険防止策を確立し、防御隊員の安全を確保する。 

高圧ガス、液化石油ガスなど貯蔵施設等の防御活動にあたっては、当該施設

の保安技術関係者に関連設備に対する安全措置をとらせたのち付近の施設又

は対象物などへの延焼防止策を図る。 

④ 自衛消防隊 

町内の各地区（町内会）、民間の企業体は自主的に災害の予防、初期消火、消防

隊への協力のため自衛消防隊を編成するものとする。 
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自衛消防隊の活動は、消防本部及び消防団と緊密な連携をとるとともに災害現

場においては、消防長(消防署長)または消防団長の所轄のもとに行動し、住民の

生命、財産、身体の救護及び災害の防御、鎮圧に協力する。 

（３）地震時の消防対策 

地震による被害は広範囲にわたり、火災及び家屋倒壊等予測ができない大災害に

発展することが考えられる災害が発生した場合、迅速に応急活動が出来るのは地域

の消防団であり、そのためには消防活動計画を樹立し、初期消化、人命救助等の訓

練を実施し、消防本部・町・消防団と連絡を密にし、災害の防御、鎮圧に協力する。 

① 災害発生時の連絡網 

     別表「長洲町消防団連絡網」のとおり 

② 災害発生時の各分団の配置基準は次のとおりである。 

配置人員については、各分団の団員数に応じて変更してもよい。 

尚、この計画については各分団が計画書を作成し、町に提出するものとする。 

 

本部連絡員         ２名 

被害状況調査及び報告班   ２名 

避難誘導班         ５名 

消防及び救護班      １３名 

交通整理班         ２名 

（４）緊急避難体制 

災害時における避難指示は災害対策基本法に基づき、町長が発するが、緊急避難

については、常に第一線で防災活動に従事し、危険の実態を把握できる立場にある

消防職員（消防団員）が的確に行う。 

① 緊急避難の基準 

ア 火災の拡大するおそれがあるとき。 

イ 爆発のおそれがあるとき。 

ウ その他居住者の生命または身体を災害から保護するため必要と認められる

とき。 

② 緊急避難の措置を行った場合は、速やかにその旨を町長、荒尾警察署長に通報

する。 

（５）動員計画 

① 招集計画 

火災発生の場合は、通信施設の途絶が予想されるので、勤務時間外、休日等に

おいては職員及び消防団員は自主的に参集することを原則とする。 

ア 消防職員は原則として所属する署所へ参集する。 

イ 消防団員は、所属する消防格納庫または所轄する災害現場へ参集する。 

災害発生の場合においては、通信施設の可能な場合若しくは非常連絡を必要

とする注意報、電報等その他災害に関する緊急情報等を受理した場合等におい
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ては、所定の場所へ参集する。 

 

４．応援消防隊要請計画 

（１）応援要請は次の事項を明示して行う。 

・災害の状況 

・応援車両の種類 

・必要人員 

・到着希望日時 

（２）応援消防隊の指揮は、その都度町長、消防長が特命する。 

（３）応援消防隊の指揮者は、特命指揮者の指揮のもとに防御活動に従事する。 

（４）応援消防隊の費用の負担等については、相互応援協定に基づき行う。 

 

５．相互応援協定 

町長は、熊本県市町村消防相互応援協定書（昭和46年４月１日締結）の円滑な実施を

図るため、 隣接市町村との連携を図り、消防出動体制の確立を図るものとする。 
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第１０節  避難収容対策計画 

 

災害のため危険な状態にある住民に対して、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。）の発令、伝達、誘導等を実施して、住民の生命及び身体を災

害から保護し、民心の安定を図り、もって応急対策を迅速かつ円滑に行うことを目的とす

る。 

 

１．実施責任者 

災害から住民の生命、身体を保護するための避難指示等の実施責任者は次表のとおり

である。 

なお、町長は、一般住民に対して避難準備を呼び掛けるとともに、避難行動要支援者

等、特に避難行動に時間を要するものに対して、早めのタイミングで避難開始を求める

とともに、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動を見合わせ始めるこ

とや、自主的な避難を呼びかける高齢者等避難を発令するものとする。 

また、災害のおそれを把握するに当たっては、現地情報や防災気象情報等を収集する

とともに、必要に応じて、河川管理者や地方気象台からのホットラインによる直接的な

助言を求めるものとする。 

 

区 分 災害の種別 実施責任者（根拠法令） 

高齢者等避難開始 全 災 害 町長（災害対策基本法第６０条） 

避 難 指 示 

全 災 害 

町長（災害対策基本法第６０条） 

警察官（災害対策基本法第６１条、警察官職務執行

法第４条） 

海上保安官（災害対策基本法第６１条） 

災害派遣時の自衛官（自衛隊法第９４条） 

洪 水 災 害 
知事又はその命を受けた職員（水防法第２２条） 

水防管理者（水防法第２９条） 

地すべり災

害 

知事又はその命を受けた職員(地すべり等防止法第

２５条) 

緊急安全確保 全 災 害 町長（災害対策基本法第６０条） 

 

２．避難指示等の内容及び伝達方法 

（１）避難指示等の内容 

   町長等の避難指示等を実施する者は、次の内容を明示して行うものとする。 

   なお、町長等は、危険の切迫性に応じて避難指示等の伝達文の内容を工夫すること、

その対象者を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように５段階

の警戒レベルとともに伝達することなどにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努
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めるものとする。 

  ① 要避難対象地域 

  ② 避難先 

  ③ 避難理由 

  ④ 避難経路 

  ⑤ 避難時の注意事項 

    町は、指定地方行政機関（国土交通省、気象庁等）、指定地方行政機関及び県に対

して、避難指示等の対象地域、判断時期等についての助言を求めるものとする。さ

らに、市町村は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー

等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。 

（２）避難指示等の伝達方法 

   避難指示等の伝達は、最も迅速・的確に住民に周知できる方法により実施するが、

おおむね次の方法のよるものとする。 

なお、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者や外国人旅行者を含めた一時滞在者

等に対しては、あらかじめその特性に応じた伝達方法を講じておくものとする。 

① 防災行政無線による伝達周知 

② Ｌアラートによる伝達周知 

③ Ｊアラートによる伝達周知 

④ サイレン、警鐘による伝達周知 

⑤ 広報車等による伝達周知 

⑥ 携帯電話メールサービスによる伝達周知 

⑦ 自主防災組織、自治会、町内会等への有線放送及び電話等による伝達周知 

⑧ 報道機関を通じての伝達周知 

また、電話回線の不通、停電等を想定するとともに、日頃から非常用電源の点検整

備等を行っておき、災害時に機能するよう維持管理しておくものとする。 

（３）町長は、避難指示等を発令した場合、すみやかに、その旨を県に報告するものとす

る。 

（４）町長は、避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

 

３．避難指示等の基準 

  避難指示等の基準は、「避難情報に関するガイドライン」（令和３年５月改訂）を

参考とする。  

基本的には、夜間・早朝であっても、躊躇することなく避難指示等は発令する。 

また、早期に住民を避難させることが被害の未然防止に極めて有効であるため、町

は、極力、深夜に大雨等が予想される場合、前日の夕方明るいうちからの予防的避難

を住民に呼び掛けるものとする。  

なお、実施責任者は、避難指示等の時期を失せぬよう防災関係機関と連携をとりな

がら監視体制を強化し、災害発生の兆候等の発見に努めるものとする。  
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発令の際には、居住者がとるべき行動と、発令された避難指示等の情報が、明確に

関連付けられるよう、警戒レベルを付して発令するものとする。ただし、地震・津波

災害においては、警戒レベル区分は避難指示等の発令区分となじまないため、警戒レ

ベルを付さないものとする。 

  発令の基準はおおむね次のとおりとする。 

 

（１） 洪水等  

 浦川・菜切川・行末川 その他の河川 

高齢者等避難 

（警戒レベル3） 

洪水警報が発表され、避難判断水位に

到達し、今後も水位の上昇が予想され

る場合 

避難判断水位 

浦川：3.63ｍ 

菜切川：2.20ｍ 

行末川：2.58ｍ 

洪水警報が発表され、地域の降雨状

況により、水位の上昇が予想される

場合 

避難指示 

（警戒レベル4） 

○洪水警報が発表され、氾濫危険判断

水位に到達し、今後も水位の上昇が予

想される場合 

〇堤防決壊につながる漏水が発見さ

れた場合 

氾濫危険水位 

浦川：3.92ｍ 

菜切川：3.49ｍ 

行末川：2.93ｍ 

〇洪水警報が発表され、地域の降雨

量が増大し、水位の上昇が予想され

る場合 

〇堤防決壊につながる漏水が発見

された場合 

緊急安全確保 

（警戒レベル5） 

〇災害が実際に発生していることを

把握した場合に、可能な範囲で発令 

〇災害が実際に発生していること

を把握した場合に、可能な範囲で発

令 

 

（２） 土砂災害  

 基 準 等 

高齢者等避難 

（警戒レベル3） 

〇大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報

で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過した場合 
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避難指示 

（警戒レベル4） 

〇土砂災害警戒情報が発表された場合 

〇大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情

報で大雨警報の土壌雨量指数基準を超過し、さらに降雨が継続する見込み

である場合 

〇土砂災害の前兆現象（湧水・地下水の濁り）が発見された場合 

〇大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報

が発表された場合 

緊急安全確保 

（警戒レベル5） 

〇災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令 

 

 

（３） 高潮  

 基 準 等 

齢者等避難 

（警戒レベル3） 

〇高潮警報が発表され、風向き・風速などから越波、越流の可能性が高い

と判断される場合 

避難指示 

（警戒レベル4） 

〇高潮警報、高潮特別警報が発表され、さらに潮位の上昇が予想され、風

向き・風速などから越波、越流の可能性が高いと判断される場合 

緊急安全確保 

（警戒レベル5） 

〇災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令 

 

 

（４） 津波 

 津波については、20㎝から30㎝であっても、急で強い流れが生じるため、これに巻き

込まれて流されれば、命を脅かされる可能性があることから、大津波警報・津波警報・津

波注意報のいずれが発表された場合でも直ちに避難行動を取る必要がある。  

また、震源が沿岸に近い場合は地震発生から津波来襲までの時間が短いことから、少し

でも早く避難する必要があり、沿岸地域に居るときに強い揺れ（震度4程度以上）又は長

時間ゆっくりとした揺れを感じた者は、気象庁の津波警報等の発表や市町村からの避難指

示の発令を待たずに、各自が自主的かつ速やかに避難行動をとることが必要である。 

どのような津波であれ、危険区域から一刻も早い避難が必要であることから、「高齢者

等避難」は発令せず、基本的には「避難指示」のみを発令するもする。 

 

 基 準 等 

避難指示 

〇津波注意報が発表され、被害が発生するおそれがある場合 

〇大津波警報、津波警報が発表された場合 

〇震度４以上の地震が発生し、長時間（１分程度）の長い揺れを感じた場

合 
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（５） 地震 

地震については、町が避難指示等を発令する基準は災害発生後であるため、避難指示等

に災害発生に関する情報を付して発令するものとする。 

 基 準 等 

高齢者等避難 〇震度５弱の地震が発生し、被害が発生するおそれがある場合 

避難指示 
〇震度５強以上の地震が発生し、人的被害や道路崩壊等の災害が発生した

場合、又は発生するおそれがある場合 

 

（６）避難指示等及び警戒レベル１～５、居住者がとるべき行動の関連図 

行動を居住者

等に促す情報 
警戒レベル 居住者等がとるべき行動 

早期注意情報 

（気象庁発表） 
警戒レベル１ 

防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構

えを高める。 

注意報 

（気象庁発表） 
警戒レベル２ 

ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経

路、避難のタイミング等の再確認、避難情報の把握手段の

再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する。 

高齢者等避難 警戒レベル３ 

避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者は立退き避難を

する。その他の人は立退き避難の準備をし、自発的に避難

する。 

避難指示 警戒レベル４ 

・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難

行動をとる。 

・災害が発生する恐れが極めて高い状況等で、指定緊急避

難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかね

ないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難

や、建物内のより安全な部屋への移動等の緊急の避難をす

る。 

緊急安全確保 警戒レベル５ 
既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善

の行動をする。 
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４．避難者の誘導 

  町長は、住民が安全かつ迅速に避難できるよう自主防災組織等の協力を得て、できる

だけ自治会、町内会単位等で集団避難を行うものとし、特に、高齢者、障がい者、児童、

妊産婦、外国人等の避難行動要支援者については、避難行動要支援者名簿を効果的に活

用して、避難支援を行うものとする。この避難者の誘導は、地元消防団（分団）が地区

（町内）の責任者と協力して行う。 

このほか、避難誘導に当たっては次の事項に留意するものとする。 

（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恐れのあ

る場所を避け、安全な経路を選定すること。 

（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て安全を期

すること。 

（３）住民に対して、高齢者、障がい者、児童、妊産婦、外国人等の避難行動要支援者の

安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣者相互の助け合いによる全員の安全避

難を図ること。 

   なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険

を伴う場合等やむを得ないときは、水平・垂直避難等の屋内での待避等の安全確保措

置を指示することができるものとする。 

（４）避難者の移送、輸送は原則として避難者各自で実施する。避難者が自力で立ち退き

が不可能な場合、町長が必要と認めたとき、または避難者の要求があったときは、町

において車両、船舶等を確保し移送、輸送を行う。 

   また、災害が広域に及び大規模な立ち退きを要し、町で処理出来ない場合、県知事

に避難者の移送、輸送を要請する。 

（５）避難者の誘導に従事又は支援する者は、自身の身の安全を確保したうえで誘導又は

支援を行うものとする。 

（６）町は、災害時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支

援や迅速な安否確認等が行われるように努めるものとする。 

 

５．指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

町長は避難指示者と協議し、各種災害時における条件等を考慮し、地域ごとの指定緊

急避難場所及び指定避難所を指定する。 

また、町長はその地域の住民に、平常時より指定緊急避難場所及び指定避難所につい

て周知徹底を図り、災害時には積極的に避難を行うよう指導する。 

なお、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の

途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持するこ

との適否を検討するものとする。 

さらに、必要に応じ、指定緊急避難所及び指定避難所以外の施設についても、災害に

対する安全性を確認の上、管理者の同意を得て避難所等として開設するものとする。 
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指定緊急避難場所及び指定避難所は指定緊急避難場所・指定避難所一覧とおりとする。 

  

  ※ 指定緊急避難場所とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民

等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所のこと

をいう。以下、指定避難緊急避難場所以外の必要に応じて開設される避難場所を含

めて、「避難場所等」と記載する。 

また、指定避難所とは、洪水等による浸水など災害が予測される地域または災害

が発生している地域から避難した住民等を、災害の危険性がなくなるまで必要な期

間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるこ

とを目的とした施設の事をいう。以下、指定避難所以外の必要に応じて開設される

避難所を含めて、「避難所等」と記載する。 

指定緊急避難場所・指定避難所一覧 

校区 指定緊急避難場所 

災害種別 

自主 
指定避

難所 
備 考 

風水害 地震 

高潮・津

波(8m以

上) 

長 

洲 

・ 

清 

里 

町民研修センター ○ ○ × １ ○  

中央公民館 ○ ○ × １ ○  

長洲小学校（体育館含

む） 
○ ○ ○  ○ 

津波の場合 3 階以

上 

長洲小学校校庭 × ○ ×    

清里小学校（体育館含む） ○ ○ ○ １ ○  

清里小学校校庭 × ○ ○    

長洲中学校（体育館含む） ○ ○ ○  ○ 
津波の場合 3 階以

上 

長洲中学校校庭 × ○ ×    

中央公園 × ○ ×    

中道児童公園 × ○ ×    

清里児童公園 × ○ ×    

梅田児童公園 × ○ ×    

六 

 

 

栄 

地域福祉センター ○ ○ ○ １ ○  

六栄小学校（体育館含む） ○ ○ ○  ○  

六栄小学校校庭 × ○ ○    

六栄緑地公園 × ○ ○    

宮崎児童公園 × ○ ○    

向野児童公園 × ○ ○    

古城東児童公園 × ○ ○    
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古城西児童公園 × ○ ○    

古城公園 × ○ ○    

笹ヶ浦公園 × ○ ○    

一先宮公園 × ○ ○    

腹 

 

 

赤 

長洲こどもの海保育園 ○ ○ ○ １ ○  

腹赤小学校（体育館含む） ○ ○ ○  ○  

腹赤小学校校庭 × ○ ○    

腹栄中学校（体育館含む） ○ ○ ○  ○  

腹栄中学校校庭 × ○ ○    

上沖洲児童公園 × ○ ×    

清源寺児童公園 × ○ ×    

腹赤児童公園 × ○ ×    

計 ３１ １０ ３１ ２０  １０  

※自主とは、第１に開設する避難場所で自主避難時にも開設する避難所のことである。 

尚、津波災害発生時の緊急避難ビルは次のとおりとする。 

避難対象地区名 避 難 場 所 

長 洲 小 校 区 ビジネスイン梅崎（３階以上） 

腹 赤 小 校 区 清源寮 

 緊急避難場所に依らないときは、長洲小校区については清里保育所付近、腹赤小校区に

ついては腹赤公民館付近に避難するものとする。（標高高10ｍ以上の場所） 

  

また、要配慮者受入のための福祉避難所は次のとおりとする。 

校区名 福祉避難所 住   所 

長洲 

グループホーム せいわながすの里 長洲町大字長洲2990-2 

小規模多機能ホーム せいわながすの里 長洲町大字長洲2990-2 

デイサービスセンター心の花 長洲町大字長洲2339-1 

六栄 

有明成仁病院 長洲町大字宮野2775 

老人保健施設 聖ルカ苑 長洲町大字宮野2772-10 

グループホーム グリーンライフヴィラ 長洲町大字宮野2772-18 

デイサービス ハルコスモス 長洲町大字宮野2775 

コスモス通所リハビリテーション 長洲町大字宮野2775 

腹赤 

特別養護老人ホーム 月華苑 長洲町大字清源寺1060 

デイサービスセンター 月華苑 長洲町大字清源寺1060 

小規模多機能型居宅介護事業所 花しのぶ 長洲町大字清源寺1060 

 

６．避難所等の開設及び収容 
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避難所等の開設、収容及び収容者の保護は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

による救助が適用された場合は、同法に基づき町長が実施し、同法が適用されない災害

または同法が適用されるまでの間は、独自の応急対策として町長が開設し、その旨を公

示する。 

（１）収容対象者 

対象者は住民票の有無等にかかわらず、適切に受け入れることとする。 

① 災害によって現に被害を受けた者又は被害を受けるおそれのある者 

② 避難指示等が出た場合等で、現に被害を受けるおそれのある者 

（２）収容の期間 

避難所等の開設、収容保護の期間は原則として災害発生の日から７日間以内とす

るが、それ以前に必要のなくなった者は、逐次退所させ、期間内にり災者が住居ま

たは仮住居を見出すことができず、継続収容を必要とするときは、町長は、その都

度県に開設期間の延長を要請する。 

（３）所要物資の確保 

町は、避難所等開設及び収容保護のための所要物資を確保する。ただし、町にお

いて確保出来ないときは県に確保依頼する。 

（４）町職員の駐在 

避難所等を開設したときは、各避難所ごとに町職員等を派遣駐在させ避難所の管

理と収容者の保護にあたらせる。 

なお、駐在職員は、次の各種記録を備えつけ整理する。 

① 避難所収容台帳 

② 避難所収容者名簿 

③ 避難所用物品受払簿 

④ 避難所設置及び収容状況 

（５）避難所等開設状況等の報告 

避難所等を開設したときは、関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避

難者収容者名簿等により避難者の把握を行うとともに、速やかに県に報告するもの

とする。 

なお、報告は次の事項について電話等により行う。 

① 開設状況報告……避難所開設日時、場所、施設名及び収容状況等 

② 収容状況報告……施設別収容人員、開設期間の見込等 

③ 閉 鎖 報 告……施設別閉鎖日時 

（６）指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル・旅館等の活用も含

め、可能な限り多くの避難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様

な手段を活用して周知するよう努めるものとする。また、要配慮者に配慮して、被

災地域外の地域にあるものも含め、ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として利

用することも検討するものとする。 
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７．災害危険区域における避難対策 

（１）危険区域の危険が増大したときは、町長は、危険区域ごとに居住者、滞在者その

他の者に対し避難のための立ち退きを勧告し、または特に危険が切迫しているとき

は、これらの者に対し立ち退きを指示する。 

（２）情報連絡員又は消防団等応急作業に従事している者は、災害が発生し、又は発生

のおそれがあるため、住民の身辺に危険が及ぶと判断されるときは、直ちにその必

要があると認められる区域ごとに緊急避難について必要な措置を行う。 

（３）（２）による緊急避難の措置を行ったときは、直ちに町長及び荒尾警察署長に対

し避難を必要とした理由、避難場所、人員、その他必要な事項を報告しなければな

らない。 

 

８．避難にあたっての町民が留意する事項 

避難が円滑に実施され、収容施設による生活の安全を図るため町民に対し、次の事項

を平素から訓練、指導する。 

（１）氏名票（住所、氏名、生年月目、血液型等）を携行する。 

（２）食糧、水、タオル、チリ紙、最小限の着替え、照明用器具、生活用品、救急医薬

品・常備薬等を携行する。 

（３）服装はできるだけ軽装とするが素足をさけ、必ず帽子、頭巾等を着用し、雨具、

防寒具等を携行する。 

（４）貴重品以外の荷物は持ち出さない。 

（５）上記のうち平素用意しておける物品は非常用袋に入れておくこと。 

 

９．避難所等の運営管理 

 （１）避難所等の運営において男女共同参画を推進するとともに、男女双方及び性的少

数者の視点等に配慮するものとする。特に、女性や子育て家庭等のニーズに配慮し

た避難所等の運営に努めるものとする。 

    また、必要に応じ、避難所等における家庭動物のための避難スペースの確保等に

努めるとともに、関係団体から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものと

する。 

（２）町は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保

健福祉担当部局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるもの

とする。また、自宅療養者が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当

部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するものとする。 
（３）町は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止す

るため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴

施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・

ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に

配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、
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被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 
 

１０．指定避難所以外の避難者への対応 

  自治会、自主防災組織、消防団、防災士、ＮＰＯやボランティア団体と連携して、あ

らかじめ定めた対策に基づき、車中避難者を含む避難所外避難者を把握し、必要に応じ

て避難所等への誘導を行うものとする。 

 併せて、やむを得ず避難所等に滞在することができない被災者に対しても、自治会、

自主防災組織、消防団、防災士、ＮＰＯやボランティア団体と連携して食料等必要な物

資の配布に努めるなど、その生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 

 

１１．外国人に対する対策 

 町は、在日外国人と訪日外国人とは行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ、そ

れぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備に努めるとともに、その円滑な避難

誘導体制の構築に努めるものとする。 
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第１１節  災害救助法等の適用計画 

 

 災害が発生した場合において、一定規模以上の災害に関しての救助については、災害救

助法が適用されるが、同法の適用要領はおおむね次のとおりである。 

 

１．災害救助法の適用 

 （１）災害救助法の適用基準 

   災害救助法の適用基準は、救助法施行令第１条に基づき、次のいずれかに該当する

災害である。 

   ① 町の区域内の人口に応じ、５０世帯以上の世帯数の住家が滅失したとき。  

② 県の区域内の住家１，５００世帯以上滅失した場合であって、町の区域内の 

人口に応じて滅失住家の世帯数が２５世帯数以上に達したとき。 

③ 県の区域内の住家が滅失した世帯の数が７，０００世帯以上であって、町の区

域内の被害世帯数が多数であり救助を必要とするとき。 

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あって、多数の世帯の住家が滅失したとき。 

⑤ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であっ

て、次の各号のいずれかに該当するとき。 

 一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難

して継続的に援助を必要とするとき。 

 二 被災者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法

を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とするとき。 

（２）被災害世帯の算定基準 

   ① 被災害世帯の算定  

住家が滅失した世帯の数の算定にあたっては、住家が半壊し又は半焼する等

著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等によ

り一時的に居住することができない状態となった世帯は３世帯をもって、それ

ぞれ住家の滅失した１世帯とみなす。  

② 住家の滅失等の認定  

別節災害情報通信計画中の ２．災害情報の通報、報告に基づく。  

③ 世帯及び住家の単位  

別節災害情報通信計画中の ２．災害情報の通報、報告に基づく。 

（３）災害救助法の適用手続 

    町における災害の程度が、（１）の災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、

又は該当する見込みがあるときは、町長は所轄地域振興局長又は熊本土木事務所

長を経由して、直ちにその旨を知事に報告するものとする。 
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第１２節  救出計画 

 

災害のため生命、身体が危険な状態にある者、あるいは生死不明の状態にある者を捜索

し、又は救助して、その者の保護を図るものとする。 

 

１．実施責任者 

（１）救出は、原則として、町長、消防機関、警察機関が協力して実施するものとする。

（２）災害対策基本法及び他の法令の規定により災害応急措置の実施責任を有する者は 

  もちろん、災害の現場にいる者は救出を実施し、又は、町長等に協力するものとす

る。 

 

２．救出対象者 

被災者の救出は、災害の原因、種別あるいは住家の被害と関係なく、次の状態にある

者に対し、必要に応じて実施するものとする。 

（１）災害によって生命、身体が危険な状態である者で、おおむね次のような場合とす

る。 

① 火災の際に火中に取り残された場合 

② 地震、がけ（山）崩れ等のため倒壊家屋の下敷きとなったような場合 

③ 水害の際に流出家屋とともに流される、孤立した地域等に取り残されたような

場合 

   ④ 土石流により生き埋めになったような場合 

（２）災害のため行方不明の状態にあり、諸般の情勢から生存していると推定される者、

又は生命があるかどうか明らかでない者とする。 

 

３．救出方法 

救出は、消防団を主体とし、災害の種別、規模等に応じて町関係職員その他増強要員

を編成し、活動に必要な器具、資機材を活用し、救出活動を実施するものとする。 

また、町をはじめ、県及び救出・救助関係機関等は、救出・救助活動に関する情報共

有を図り、救出対象者の家族に対しても、関係する情報を提供するとともに、必要な場

合には心のケア等の支援につなげるものとする。 

なお、町のみでは救出活動が困難な場合は、速やかに隣接市町、消防機関、警察、県、

自衛隊等に対し、応援の要請を求めるものとする。 

 

４．災害救助法が適用された場合の実施 

災害救助法が適用された場合においては、熊本県災害救助法施行細則（昭和５２年熊

本県規則第６７号。以下「災害救助法施行細則」という。）の定めるところにより実施す

る。 
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なお、救出の期間は災害発生の日から３日以内であるが、特別の事情がある場合は、

町長は、知事に期間の延長を申請するものとする。 
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第１３節  行方不明等捜索及び遺体収容埋葬計画 

 

災害により行方不明の状態にある者で周囲の状況により既に死亡していると推定され

る者（以下「行方不明者等」という。）や死亡者の遺体を放置することは、人道上からも許

されないことであり、混乱期の人心の安定を図る上からも早急に実施する必要がある。 

このため、関係機関・団体と緊密な連絡をとり、迅速に行方不明者の捜索及び遺体の埋

葬活動を実施するものとする。 

 

１．実施機関 

行方不明者等の捜索及び埋葬等は、町長が、警察、消防機関、海上保安部、警察医会、

警察歯科医会等の協力を得て、二次被害の危険性を考慮し、安全性を確保したうえで行

うものとする。 

町だけでは十分な対応ができない場合、県は、周辺市町、自衛隊等に対して応援要請

を行い、これらの機関の応援を得て実施するものとする。 

   

２．行方不明者等の捜索 

 警察は、災害警備活動に付随して、町が行う行方不明者等の捜索に協力するものとす

る。 

 行方不明者等の届受理の適正を期すとともに、情報の収集に努め、積極的に調査を実

施するものとする。 

 

３．遺体の検視、身元確認 

 警察は、明らかに災害により死亡したと認められる遺体を発見したとき、又は遺体が

ある旨の届出を受けた場合には、警察等が取扱う死体の死因又は身元の調査等に関する

法律（平成24年法律第34号）に基づき死体取扱いを行うものとする。 

 死体取扱いに当たっては、指紋の採取、DNA型鑑定資料の採取、写真撮影等を行い、

死体調査終了後、遺族に引き渡すものとする。また医師会、歯科医師会との緊密な連携

により、迅速かつ的確な死体調査、身元確認に努めるものとする。 

 

４．遺体の引き渡し 

  受取人がいない遺体又は身元不明の遺体は、戸籍法第92条第 1項の規定にする検

視調書等を添えて、町長に引き渡すものとする。 

 

５．遺体の収容 

  警察と協議し、被害現場付近の適当な場所（寺院、公共建物等）に遺体の安置所を

開設し、遺体を安置するものとする。 

  なお、死者及び行方不明者数を早期に把握し、棺、遺体保存剤等の納棺用品を確保

するものとする。 
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６．遺体の火葬 

（１）町は、次により火葬の実施体制の確保を行うものとする。 

① 火葬場の被災状況の把握 

② 死亡者数の把握 

  ③ 火葬相談窓口の設置 

  ④ 遺体安置所の確保 

  ⑤ 作業要員の確保 

  ⑥ 火葬場への搬送経路及び搬送手段の確保 

  ⑦ 棺、遺体の保存剤、骨壺の調達 

  ⑧ 火葬用燃料の確保 

 

（２）広域的な火葬の実施が必要な場合は、県が実施する熊本県広域火葬計画に基づき

支援を受けるため、県と連携して対応するものとする。 
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第１４節  医療救護計画 

 

 災害のため医療機関が被災し、本来の機能を発揮することが不可能となったような場合、

応急的な 医療提供体制を確保し、罹災地住民の医療救護を図るものとする。 

 

１．実施機関 

 （１）災害時における医療救護は、町長が行うものとする。 

 （２）災害救助法が適用された場合は、知事が行うものとする。 

 

２．救護体制の整備 

災害現場において医療救護を実施するため、次の基準により救護班又は医療班を編成

し必要に応じ出動するものとする。 

（１）救護班 

医師1～2人、薬剤師1人、看護師２～3人、職員1人をもって編成する。班長は

医師のうち1人をもって定める。 

（２）医療班 

医師1人、補助員（看護師を含む）若干名をもって編成する。 

 

３．実施の方法 

（１）救護班及び医療班の派遣による方法 

災害現地において医療の必要があるとき、町長は、地域防災計画の定めるところ

により、現地に救護班または医療班を派遣して行う。 

（２）医療機関による方法 

医療機関（医療施設）において医療を実施することが適当なときは、町長は医療

機関または町長が収容委託した病院（診療所）に移送して行う。 

（３）応援要請 

町長は、災害の状況に即応し、医療救護班により医療救護活動を行う。本町だけ

で対応できないときは、市町村相互間の応援協定に基づき隣接市町村等に応援を要

請するとともに、県に応援協力を要請する。 

（４）災害救助法が適用されたときの取扱い 

町長は、医療救助法等の実施方法について、県に協議のうえ行うものとする。 

 

４．災害救助法による医療救護 

災害救助法が適用された場合の医療救護基準は、同法及び運用方針によるほか、県防

災計画による。 

 

５．災害救助法が適用されない災害における費用の負担 

災害救助法が適用されない災害における費用は、次により町が負担するものとする。 
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ただし、他の制度により費用の負担が定められているものについてはこの限りでない。 

（１）医療及び助産の費用 

災害救助法実施基準（費用の基準）に定めるところに準ずる。 

（２）救護班または医療班として救護医療活動に従事した医師、その他の者がそのため

に死亡し、負傷し、疾病にかかり、または障がい者となったときの災害補償は、「熊

本県消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例」の規定による。 

 

６．町内の医療機関の状況 

 

名   称 所 在 地 電話番号 備   考 

有明成仁病院 長洲町宮野2775 78-1133  

いまおかクリニック 長洲町宮野1468-1 78-3410  

淡河・黒田医院 長洲町梅田696-1 78-6517  

多田隈内科医院 長洲町宮野187-1 78-3011  

田宮二郎内科 長洲町長洲2932-3 78-2150  

ながすクリニック 長洲町長洲1357 78-0527  

西山クリニック 長洲町清源寺2794-1 78-7811  

六栄歯科診療所 長洲町宮野275-1 78-7044  

なかむら歯科医院 長洲町腹赤11-4 78-1040  

加藤歯科医院 長洲町清源寺3272-8 78-7181  

たかさき歯科医院 長洲町長洲442-4 78-4181  

前田歯科医院 長洲町長洲1379-1 78-0100  
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第１５節  食料供給計画 

 

災害時における、被災者及び応急措置従事者に供給する食料の確保と供給の確実を期す

るための計画である。 

当節及び第１６節給水計画並びに第１７節生活必需物資供給計画においては、計画の遂

行を図るため、平時から、訓練等を通じて、備蓄状況や運送手段の確認及び整備を行うと

ともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続き等の行うよう努

めるものとする。 

 

１．実施責任者 

  町長は、被災者及び災害救助従事者に対する炊き出し、その他による食料の供与を行

う。ただし、町のみでは対応ができないと判断される場合には、県、隣接市町に応援、

協力を要請する。 

 

２．実施方法 

  炊き出しは、町がボランティア等の協力により、避難所等食事をする場所に近い適当

な場所において実施する他、給食センター（仮）、地域福祉センター、保健センター等の

炊き出し可能な施設を利用し、調理した食料を配給場所に運搬することにより行う。 

  配給場所は避難所の他、各区公民館や介護予防拠点等、被災者が避難生活を行う地域

の拠点となる適当な場所などとする。 

  また、町による炊き出しの実施が困難と判断するときは、県を通じて日赤奉仕団への

要請、自衛隊への応援要請等の措置を行うものとする。 

 

３．物資の確保 

 （１）米穀・原材料の調達方法 

   ① 町長は米穀類販売事業者から米穀を購入する他、あらかじめ締結している災害

時の食料の調達に関する協定に基づき、各自治体及び食品製造業者、小売業者等

から、炊き出し等の食料供与のために必要な原材料、食品、燃料等の物資を確保

するものとする。 

   ② 町による物資の確保が困難と判断する場合には、県に必要な事項を連絡し、応

援を要請するものとする。 

   ③ 災害救助法が適用された場合において、早急に災害救助米穀の引渡しを受ける

必要があるにも関わらず、交通、通信の途絶により、県と連携することができな

い場合には、政府所有米穀を保管する倉庫責任者（各農協組合長等）に対して、

直接引き渡しを要請することができる。 

   ④ ③の措置を取った場合には、県に対して速やかに引き取りの数量等を報告する

ものとする。 

（２）町長が米穀を米穀類販売業者から買い受ける場合で、緊急を要するときは、県に
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連絡し、管内または直近の米穀販売業者から購入する。 

その際には、県へ次の事項を連絡するものとする。 

・ 町名 

・ 災害地区名 

・ 給食人員及び必要な応急米の概数 

なお、事後において、別に定める災害用応急米購入報告書を県へ提出するものと

する。 

（３）町長が、政府所有米穀を保管する倉庫責任者から直接政府米の引渡しを受ける場

合、災害の規模が大きくかつ広範囲にわたり交通通信が途絶し、（２）の方法によ

る食糧の確保が困難な場合、町長は「災害時における応急食糧の緊急引渡協定」に

基づき確保する。 

なお、事後において別に定.める応急用米穀引受報告書を県に提出するものとす

る。 

 （４）米穀や原材料の集積所は、腹栄中学校体育館及び長洲中学校体育館とし、災害に

より施設の使用が困難な場合は、それぞれ六栄小学校体育館及び清里小学校体育館

を集積所とする。 

 

４．応援の要請 

町において、炊き出し等食品の供与ができないときは、県に応援等の要請をする。た 

だし、緊急を要するときは、直接、隣接市町に応援等の要請をする。 

応援等の要請において明示する事項 

（１）炊き出しの実施 

・ 所要食数（人数） 

・ 炊き出し期間 

・ 炊き出し品送付先 

・ その他 

（２）物資の確保 

・ 所要物資の種別、数量 

・ 物資の送付先及び期日 

・ その他 

 

５．食品衛生 

炊き出しにあたっては、常に食品の衛生に心掛け、特に次の点に留意する。 

（１）炊き出し施設は、地域福祉センター等の炊き出し可能な施設をまたは公民館、社

寺等の既設施設を利用するほか、これが得がたいときは、湿地、排水の悪い場所、

塵埃、汚物処理場等から離れた場所を選定して設ける。 

（２）炊き出し場所には、手先の消毒ができる設備及び器具類を設ける。 
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６．災害救助法が適用された場合 

災害救助法の適用がなされたときは「災害救助法施行細則」に定めるところにより実

施する。 
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第１６節  給水計画 

 

災害時に飲料水が断水、汚染または枯渇し、飲料に適する水を得ることができな

い場合に、応急的に飲料水を確保するための計画は、次に定めるところによる。 

 

１．実施体制 

飲料水供給の実施は町が行う。 

  なお、災害により飲料水の供給実施が出来ない場合は、県に応急給水できない

旨の報告を行い、飲料水供給に関する支援の要請を求める。 

 

２．給水方法 

 （１）水道水の運搬給水  

隣接水道等から給水槽等を用いて運搬し、水質維持に十分注意し緊急給水

を実施するものとする。この場合の給水量は１人１日当たり最小３リットル

を基準とするが、被災状況等により増減する。 

 （２）浄水セットによる給水 

    水道施設のない場所で、飲料水生産の給水支援を行う場合は、別節「自衛

隊派遣要請計画」により自衛隊に依頼して、湖沼水、河川水等をろ過し、残

留塩素を確認のうえ給水を行うものとする。 

 

３．給水への広報 

  給水拠点への給水時間や場所、水道施設の被災状況、二次災害の危険性、応急

給水及び応急復旧状況、復旧予定時期、飲料水に関して保健衛生上留意すべき事

項等について、ホームページやパブリシティによる適時、的確な情報提供を行う

ものとする。 

 

４．飲料水以外の生活用水の確保 

  地下水採取者の協力を得て、断水時に地域住民の生活用水を確保する体制の整

備に努めるものとする。 

また、大規模災害時における避難所トイレの水等の利用や、火災時の消火水利

としての活用等、学校にあるプールの水を常時溜めておくよう、学校施設管理者

とあらかじめ協議しておくものとする。 
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第１７節  生活必需物資供給計画 

 

災害による住家被害等により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他

の衣料品及び生活必需品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者

に対して、被服、寝具、その他衣料品及び生活必需品を給与又は貸与し、一時的に

被災者の生活を安定させることを目的とするものとする。 

 

１．実施機関 

被災者に対する生活必需品の給与又は貸与は、町福祉対策部福祉班が行う。た

だし、災害救助法が適用された場合は、「災害救助法施行細則」により施行する。 

 

２．供給対象者 

生活必需品の供給対象者は、災害による住家被害等により、日常生活に欠くこ

とのできない寝具、衣料等の生活必需品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営

むことが困難な者とする。 

 

３．生活必需品の範囲 

生活必需品の範囲は、概ね次のとおりとする。  

なお、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、

時宜を得た物資の調達に留意するほか、避難所における感染症拡大防止に必要な

物資をはじめ、夏季には冷房器具等、冬季には暖房器具、燃料等を含めるなど、

実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮す

るものとする。 

（１）寝具類（毛布等） 

（２）衣料（作業着、下着、靴下等） 

（３）炊事道具（鍋、釜、やかん、包丁、缶切等） 

（４）食器類（箸､スプーン､皿、茶碗、紙コップ、哺乳瓶） 

（５）日用雑貨（石鹸、タオル、歯ブラシ、トイレットペーパー、ゴミ袋、洗剤、

雤具、ポリタンク、生理用品、紙おむつ等） 

（６）光熱材料（マッチ、懐中電灯､乾電池、卓上ガスコンロ） 

（７）燃料 

（８）その他（ビニールシート） 

 

４．衣料品等物資の給与または貸与の方法 

町福祉対策部福祉班は世帯別構成員別被害状況を把握し、救助法物資購入及び

配分計画を樹立し、これにより購入し給与または貸与するものとする。 

物資の給与または貸付けは、各地区の物資支給責任者を連絡員とし、その協力

を求めて配分計画に基づき、被災者に配分するものとする。生活保護世帯につい
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ては、玉名福祉事務所を通じて支給する。 

  また、被災者が必要とする生活必需品の円滑に提供されるよう、備蓄する物

資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システ

ム等を活用することとする。 

 

５．災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用された場合は「災害救助法施行細則」に定めるところにより

実施する。 
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第１８節  救援物資要請・受入・配分計画 

 

大規模な地震・津波災害時に各方面から被災者に寄せられる救援物資について、

広域物資輸送集積拠点・物資集積拠点の速やかな開設、避難所までの輸送体制の確

保、確実、迅速かつ公平に被災者に配分し、被災者の生活の安定を図る体制を整備

するものとする。 

 

１．不足物資の把握 

  現地調査等により情報を収集して被害状況を把握するとともに、被災地で不足

している物資の種類、数量等を把握するものとする。不足物資の供給に関して被

災町のみで対応できない状況にあれば、県に対して救援物資の支援要請を行うも

のとする。 

 

２．受入・供給体制 

（１）物資集積拠点の選定 

防災計画に定める避難所の位置を勘案のうえ、効率的に物資の受け入れ、

輸送が行える場所を物資集積拠点として、あらかじめ選定しておくものとす

る。 

（２）受入・供給体制の整備 

物資集積拠点に物資の集積を行う場合には、当該物資集積拠点ごとに管理

責任者を配置し、必要に応じて、民間事業者からノウハウ等の提供を受ける

など、管理及び配分の万全を期するものとする。 

また、届けられた物資を、適切に受け入れ、管理し、仕分け等を行うとと

もに、避難者に 効率的に輸送するため、管理責任者として物流の実務者の

配置や必要な人員の確保など、物資の受入・供給体制の整備に関して、（公

社）熊本県トラック協会及び民間事業者（運輸業）やＮＰＯ等との協力体制

の構築に努めるものとする。 

（３） 救援物資の取扱い 

町は、企業又は団体等からの救援物資について、県とのマッチングを行い、

当該物資を必要とする被災者に速やかに届けられるよう必要な調整を行う

ものとする。 

なお、救援物資の確実な供給等を行うため、避難所収容者及び仮設住宅入

居者以外の被災者の把握等に努めるものとする。 
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第１９節  住宅応急対策計画 

 

災害のため住家が滅失した被災者に対し住宅を供与し、又は被害を受けた住家に

対し居住のため必要な最小限度の部分を応急的に補修して被災者の居住安定を図

るものとする。 

ただし、災害発生直後における住居対策については、別節「避難収容計画」の定

める避難所の開設及び収容によるものとする。 

 

１．実施機関 

罹災者に対する応急仮設住宅の供与及び応急修理は、救助法が適用されたとき

は知事が行い、 知事から委任されたとき又は知事による実施が不可能なときは、

知事の補助機関として町長が行うものとする。  

なお、救助法が適用されない災害については、必要に応じ町長において実施す

るものとするが、本町だけで処理できない場合は、隣接市町、県その他関係機関

の応援を求めて実施するものとする。 

 

２．応急仮設住宅の供与 

（１）建設型応急住宅 

① 建設型応急住宅の入居基準 

ア 住宅が全焼、全壊または流失した者 

イ 居住する住宅がない者 

ウ 次に掲げる者で自らの資力では、住宅を建築することができない者 

（ア） 生活保護法の被保護者及び要保護者 

（イ） 特定の資産のない失業者 

（ウ） 特定の資産のない未亡人、母子世帯 

（エ） 特定の資産のない老人、病弱者又は身体障がい者 

（オ） 特定の資産のない勤労者、小企業者 

（カ） 前各号に準ずる経済的弱者等である者 

② 建築基準 

規  模   1 戸当り  29.7 ㎡以内 

構  造   平屋建  

設置戸数   災害により全焼、全壊、流失戸数の３割以内とする 

費  用   1 戸当り建設費 救助法の限度額以内 

着  工   災害発生の日から２０日以内 

③ 設置場所 

町内の状況を考慮し、あらかじめ応急仮設住宅建設可能用地の候補地を

選定し、災害の規模、被害の状況に応じて対応する。 

施設・広場名称等 住  所 面積（㎡） 
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建浜農村公園 長洲町大字高浜字溿の上 10,080 

 

④ 供与期間 

完成の日から建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８５条第４項

による期間内（最高２年以内）。 

   ⑤ 建設型応急住宅の運営管理 

     応急仮設住宅について、入居者の募集・選定から、入居中の住宅の維持

補修、退去に至るまでの運営管理を行うものとする。この際、警察及び防

犯ボランティア団体等と連携して建設型応急住宅の防犯活動を推進する

ものとする。 

また、孤立化や引きこもりなどを防止するための心のケア、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、男女共同参画の視点に

も配慮するものとする。 

なお、町は、県に対し、建設型応急住宅の運営管理に係る必要な情報提

供を求めることができるものとする。 

 

 （２）賃貸型仮設住宅 

災害の発生時には、民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供を行

うものとする。円滑な提供ができるよう、あらかじめ必要な体制を整備し、

要領等を定めるとともに、関係団体との連携の強化を図るものとする。 

 

３．住宅の応急修理 

（１）応急修理を受ける者 

① 住宅が半焼または半壊し、当面の日常生活ができない者 

② 自らの資力で応急処理ができない者 

（２）修理基準 

① 修理の範囲 

ア 世帯単位でなく、戸数単位で実施する。 

イ 居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分に限る。 

② 修理戸数  半焼、半壊戸数の 3割以内とする。 

③ 費  用  1 戸当たりの応急修理基準  救助法の限度額以内 

④ 修理期間  災害発生の日から 1箇月以内 

 

４．災害救助法が適用された場合 

災害救助法が適用された場合は「災害救助法施行細則」に定めるところにより

実施する。 



112 
 

第２０節  交通輸送計画 

 

１．応急対策計画 

災害時において交通が途絶えまたは混乱した場合、若しくはそれらのおそれが

ある場合は、その状態を速やかに回復して交通秩序を確立し、災害地に対する緊

急輸送及び災害地に関連する交通の安全と円滑を図るため、次に掲げる応急対策

を実施する。 

 

（１）交通規制の実施 

道路管理者は、道路及び橋梁の破損、決壊その他の状況により通行禁止、又

は交通を制限する必要があると認めるときの交通規制の実施は、道路管理者又

は警察が、禁止又は制限の対象、区間、期限及び理由等を明瞭に記載した道路

標識等を設置するとともに、必要な場合は、う回路の案内板も明示し、一般の

交通に支障のないよう措置するものとする。 

なお、規制措置を行う場合はおおむね次のような状態にある場合、実施する

ものとする。 

① 道路及び橋梁の破損、決壊その他の状況により交通が危険であると認め

る場合 

② 災害応急対策に必要な物資の緊急輸送を行う場合 

③ その他道路管理者、警察が交通の安全と円滑を図るため必要と認める場 

合 

（２）災害時における道路交通規制、道路啓開等 

 町は、管理する道路において、公安委員会の要請を受けるなどの緊急の必

要に応じて、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定を行う。放置

車両や立ち往生車両等が発生した場合には、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、町は、自ら車両

の移動等を行うものとする。  

また、町は国土交通大臣又は県知事の指示を受け、必要に応じて緊急通行

車両の通行ルートを確保するものとする。 

（３）交通情報の把握 

町は、荒尾警察署、県（玉名地域振興局）と相互に緊密な連絡をとりなが

ら、常に管内の交通事情の実態把握につとめ、その状況及び必要な措置を、

関係機関に通知する。 

 （４）災害における交通マネジメント 

    町は、必要と認める場合は、国土交通省九州地方整備局が災害復旧時に、

渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混

乱の影響を最小限に留めることを目的に組織する、交通需要マネジメント及

び交通システムマネジメントからなる交通マネジメント施策の包括的な検
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討・調整を行うための「災害時交通マネジメント検討会」の開催を、県へ要

請することとする。 

     

※交通需要マネジメント 

自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、交通行動の

変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整

を行うことにより、道路交通の混雑を緩和していく取組 

     

※交通システムマネジメント 

道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を伴う通行抑制 

や通航制限を実現することにより、円滑な交通を維持する取組 

 

  

２．輸送対策計画 

町の行う被害者及び災害応急要員の移送並びに災害応急対策用物資資材の輸

送の計画は、次に定めるところによる。 

なお、町のみでは、輸送力が確保されず、または輸送の円滑が期されないとき

は、熊本県トラック協会へ要請するなど他の関係機関の応援を得て実施する。 

（１）輸送力の確保 

① 輸送の方法 

ア 災害時における輸送は災害の状況、輸送路の状況、輸送物資の内容等

十分調査し、最も迅速・確実に輸送できるものをもって行う。 

イ 人員、物資の優先輸送 

ａ．人員の輸送 

災害時において優先輸送される人員は、災害対策本部員、消防団員、

消防職員、応急復旧作業員及び要員並びにり災者などとする。 

ｂ．物資の輸送 

物資の輸送については、緊急物資、食糧及び飲料水、医薬品及び防

疫物資、生活必需品並びに災害用復旧資材を優先輸送する。 

② 車両等の確保 

ア 庁用車両の確保 

車両等の把握、配車については、総務課が担当する。各部（課）は車

両を必要とするときは、総務課に配車の要請を行う。 

イ 庁用車以外の車両の確保 

庁用車両が不足する場合は、営業用、自家用車を借り上げる。 

ウ 鉄道による輸送 

災害時において自動車による輸送が不可能なときは、ＪＲ等に緊急配

車を依頼する。 
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エ 船舶による輸送 

陸上交通による輸送が困難な場合または途絶えたときは、人員・物資

等の海上輸送を図る。 

オ 航空機による輸送 

災害による交通途絶、その他の理由により空中輸送が必要な場合は熊

本県防災消防ヘリコプターを活用するとともに「自衛隊派遣要請計画」

に定めるところにより要請して行う。 

カ 人力による輸送 

災害のため車両等による輸送が不能な場合は、労務者による人力の輸

送を行う。 

（２）各輸送関係機関の措置 

県下のトラック、バス輸送業者、海上保安部、漁業協同組合、その他船舶

輸送業者、JR、熊本鉄道管理局等輸送関係機関は、応急対策実施機関の要請

を受けたときは、所要の措置を講じ、輸送力の確保に努めるものとする。 

（３）費用の基準及び方法 

輸送業者による輸送あるいは車両等の借り上げ費用は運輸省の認可を受

けている場合は、その運賃及び料金とするほか、実費の範囲内とする。 

なお、官公署及び公共機関保有の車両使用については、燃料費負担程度と

し、自家用車両等の借り上げについては、謝金として輸送業者に支払う料金

の範囲内で、所有者と協議して定めるものとする。 

（４）災害救助法による輸送の基準 

① 輸送及び移送の範囲 

ア り災者を避難させるための移送 

イ 医療及び助産のための移送 

ウ り災者救出のための輸送 

エ 飲料水及び救助用物資の輸送 

オ 死体捜索及び死体処理のための輸送 

② 輸送の期間 

各救助の実施期間中 
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第２１節  障害物の除去計画 

 

 災害時おける応急的措置の実施に障害となっている工作物等ならびに、山（がけ）

崩れ、浸水等によって、道路、河川、住居又は周辺に運ばれた土砂、竹木等のため、

住民の生命、身体及び財産等に危険を及ぼし、又は、日常生活に著しい支障をきた

す障害物の除去について必要な措置を定める。 

 

１．実施責任 

（１）応急措置を実施するため、障害となる工作物等の除去は、町長が行う。 

（２）水防活動を実施するため、障害となる工作物等の除去は、水防管理者、又は

消防機関の長が行うものとする。 

（３）道路、河川等にある障害物の除去は、その道路、河川等の維持管理者が行う

ものとする。 

（４）山（がけ）崩れ、浸水等によって、道路、河川、住居又は周辺に運ばれた障

害物は、町長が行うものとし、町で実施不可能の場合、又は災害救助法が適用

されたときは、県と連携をして県知事が行うものとする。 

（５）その他、施設、敷地内の障害物の除去は、その施設の所有者、又は管理者が

行うものとする。 

 

２．障害物の除去対象及び除去方法 

（１）障害物除去の対象 

  ① 住民の生命、財産等を保護するための除去を必要とする場合 

② 河川の氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要

とする場合 

③ 緊急な応急措置を実施するため、特に除去が必要とする場合 

  ④ その他、特に公共的立場等から除去を必要とする場合 

（２）障害物除去の方法 

  ① 実施責任者は、自らの組織、労力、機械器具（Ｂ＆Ｇ財団防災拠点事業の

配備機材等）を用いて行うか、又は土木建設業者等の協力を得て、速やかに

行うものとする。 

② 除去作業の実施に当たっては、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場

合のほか、周囲の状況を考慮し、事後において支障の起こらないよう配慮

して行うものとする。 

 

３．除去した障害物の保管等の場所 

障害物の保管等の場所については、それぞれの実施において考慮するものとす

るが、おおむね次の場所に保管又は廃棄する。 

（１）保管の場合 
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除去した工作物等の保管は、町長、警察署長、又は海上保安部等において、次

のような場所に保管する。 

① 再び人命、財産に被害を与えない安全な場所 

② 道路交通の障害とならない場所 

③ 盗難等の危険のない場所 

④ その他、工作物等に対応する適当な場所 

 

（２）一時的保管（集積）場所については、次のとおりとする。 

     

校区名 集積場所 住所 面積（㎡） 

長洲 

新山墓地（上墓） 長洲 771-1、771-2、772-1 12,000 

新山墓地（下墓） 長洲 821 3,500 

金魚と鯉の郷広場（多目的広場） 長洲 3150 8,500 

清里 建浜農村公園 高浜 1559-1 5,000 

六栄 旧第１清掃センター横 宮野 1450-1、1451 820 

腹赤 総合スポーツセンターグラウンド 姫ケ浦 1 13,000 

   42,820 

 

（３）廃棄の場合 

   廃棄するものについては、実施者の管理（所有）に属する遊休地及び空地、

その他廃棄に適当な場所。 

 

４．障害物の処分方法 

  町長、警察署長、又は海上保安部等においては、保管する工作物の処分につい

ては、保管者について行うものとするが、処分方法については、売却、その他法

令等に基づき対応するものとする。 
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第２２節  廃棄物処理計画 

 

災害発生による廃棄物処理を迅速・適正に行い、住民の生活環境の保全を図るた

め、長洲町災害廃棄物処理基本計画（平成 24 年 12 月策定）に基づき処理を実施す

る。 

 

１．被害状況調査、把握 

（１）速やかに被害状況を把握するため、調査地域、調査対象施設・設備、調査者

を明確にした体制を整備する。 

（２）廃棄物処理施設等の被害状況を早急に取りまとめ、保健所へ報告する体制を

整備するとともに、県等と連携してその対応にあたる。 

 

２．ごみ処理計画 

（１）各地域別の被災状況を速やかに把握し、ごみの排出量を推計するとともに、

ごみ処理施設の処理能力を確認のうえ、収集、運搬、処分の対策を講じる。 

（２）ごみ処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、またごみ処理施設の処

理能力以上の排出量が見込まれる場合は、近隣市町等へ応援要請する。 

（３）地区住民が道路上に廃棄物を出し交通の妨げにならないよう周知するととも

に、道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時収集場

所を設け、収集への協力を求める。 

（４）防疫上食物の残さ等腐敗性のごみを優先的に収集運搬する。。 

（５）災害時には大量の廃棄物の排出が予想され、処理場への大量搬入は、交通の

確保の困難性や処理能力の問題等が考えられるため、町は必要により環境保全

上支障のない場所での暫定的な仮置場を確保するものとする。 

   また、浸水想定区域やがけ地などの災害の恐れがある場所を避け、複数の候

補地選定に努めるものとする。 

（６）災害発生時には、災害廃棄物の発生状況を踏まえ、必要に応じて災害廃棄物

の仮置場の設置を行うものとする。 

   また、仮置場の設置状況や分別方法、生活ごみの収集方法等の災害廃棄物に

関する情報の提供にも努めるものとする。 

（７）損壊家屋や流失家屋のがれき等については、原則として被害者自ら町の定め

る仮置場に搬入することが望ましいが、被災者自ら搬入することが困難な場合、

又は道路等に散在し緊急的に処理する必要がある場合は、町が収集処理を行う。 

 

 

３．し尿処理計画 

（１）各地域別の被災状況を速やかに把握し、被災家屋の汲取式便槽のし尿排出量

を推計するとともに、し尿処理施設の被災状況や処理能力を確認のうえ、収集、
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運搬、処分の対策を樹立する。 

（２）し尿処理の実施に必要な人員、機材等の確保に努め、又し尿処理施設の処理

能力以上の排出量が見込まれる場合は、近隣市町等へ応援要請する。 

（３）被災地における水洗トイレ等の使用の困難性を考慮し、共同仮設トイレを設

ける等適正管理対策を講じるとともに、県などと連携をとり、その対応にあた

る。 

（４）被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速かつ適切な処理が行える

ように、市町村相互間の応援要請のほか、し尿処理業者で構成する熊本県環境

事業団体連合会に対して協力要請を行うものとする。 

 

４．廃棄物施設の応急復旧 

（１）平時から廃棄物処理施設においてヒアリング等をとおして、処理能力の確認

を行うものとする。 

（２）処理施設の維持管理点検体制を整備し、非常時に備え予備資材の確保に努め

る。 

（３）被災時の被害により施設・設備等に欠陥が生じた場合は、早急に点検を行い、

被害状況等を県に報告するとともに、応急復旧を行う。 

また、廃棄物の収集、処分に影響を及ぼす場合は近隣市町村等への応援依頼

等により効率的な 処理を確保する。 

（４）要員、資材等の不足により、応急復旧が不可能なときは県に応援要請を行う。 

 

５．廃棄物処理の広域応援体制 

（１）被災地の廃棄物の排出量や処理能力等を想定のうえ、近隣市町と相互応援体

制の整備に努めるものとする。 

（２）また、広範囲の被災により近隣市町による相互応援体制が維持できない場合

を想定した広域応援体制の整備に努めるものとする。 

（３）被害の状況等から判断して必要と認めた時は、迅速かつ適切な処理が行える

ように、廃棄物処理業者等で構成する（一社）熊本県産業資源循環協会との災

害廃棄物処理支援活動協定に基づく協力要請や、県を通じて他県への応援要請

を行うものとする。 
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第２３節  保健衛生計画 

 

被災後の避難所生活においては、避難が長期に及ぶ場合もあり、生活環境の激変

に伴い被災者が心身双方の健康に不調をきた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るとともに、健康状態を十分把握し、必要に応じこころのケ

アを含めた対策を行うものとする。 

特に、感染流行時において災害が発生した場合には、通常の災害発生時よりも多

くの避難所を開設するなど、避難所が過密状態とならない環境の確保に留意するも

のとする。併せて、災害の状況や地域の実情に応じ、避難者に対する手洗いや咳エ

チケット等の基本的な感染対策の徹底、避難所内の十分な換気、避難者同士の十分

なスペースの確保など、感染症の予防・まん延防止のための対策を行うものとする。 

なお、感染症の発生、拡大がみられる場合は、総務対策部局と福祉対策部局が連

携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

１．防疫計画 

災害によって被害を受けた地域、又は住民に対し、感染症予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）の定めるところにより、公

衆衛生の立場から伝染病予防上必要な防疫対策を実施し、伝染病の発生予防及びま

ん延の防止を図るものとする。 

 

（１）実施機関 

災害時における防疫事業は、町が行う。ただし、激甚災害のため町において

充分な防疫活動ができない場合は、県に要請する。 

 

（２）防疫活動組織 

① 防疫体制の強化 

防疫活動の徹底を図るため、町は、県、日赤、医師会、その他関係機関

の協力を求めるものとする。 

   ② 防疫班の編成 

町は、防疫実施のため、次により防疫班を編成する。 

衛生技術者（班長）  １人 

作業員        ５人 

助手（事務員）     １人 

その際、災害応急対応時には混乱が予想されるので、臨時予防接種や

健康診断に関して防疫班が医師会等と連携を取り実施することを想定し、

福祉対策部と連携し実施することを視野に入れた班編成を行うものとす

る。 

   ③ 防疫班の業務及び実施の方法 
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ア 検病調査及び健康診断 

被災地区の区長を通じ各個を調査して行う。 

イ 避難所の防疫措置 

（ア） 避難所の清潔方法、消毒方法の実施 

（イ） 避難者に対する検病調査の実施 

（ウ） 給食従事者に対する健康診断の実施 

（エ） 配膳時の衛生保持、残・廃物等の衛生的処理の指導 

（オ） 飲料水等の水質検査の実施指導 

（カ） 避難所内における衛生に関する自治組織編成の指導 

ウ 臨時予防接種の実施 

エ 患者の収容 

（ア） 感染症患者又は保菌者の隔離収容とともに周囲の消毒 

（イ） 感染病院または隔離病舎に収容困難な場合における臨時隔離施設

の設置 

 

（３）消毒及びそ族昆虫駆除 

① 消毒の方法 

被災地または避難所の状況に応じて機械をもって防疫活動を実施する。 

ア 床上浸水家屋 

減水後直ちに床、壁はクレゾール石けん液でしょく浄、器物は消毒し、

床下消毒等の措置は床下乾燥後実施し、便所の消毒等について衛生上の

指導を行う。 

（1戸当り石灰 2kg、クレゾール石けん液５０ｇ） 

イ 床下浸水家屋 

減水後、汚物を除去し、清掃、通風を指示し、清掃完了した行政区に

逐次石灰を配布し、散布を行う。 

（1戸当り石灰 1kg、クレゾール石けん液２５g） 

ウ 下水または避難所の状況に応じてそ族昆虫等の駆除を地域及び期間

を定めて実施する。 

 

２．健康管理 

  町は、母子、老人、精神、歯科保健等において被災者の良好な健康状態を保つ

ため、災害発生時の初期の段階においては、保健師等による避難所等の巡回を実

施し、保健指導及び栄養指導を行うものとする。また、安定期においては仮設住

宅の被災者等に対し保健師等による巡回を行うものとする。 

  災害の規模により、十分な保健指導及び栄養指導の活動が行えないと判断した

場合には、保健指導班による健康管理の要請を県に行うものとする。 

  また、被害が長期化する場合、避難所が多数設置されている場合等に、被災者
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の健康管理を組織的に行うために十分な計画の策定ができないと判断した場合

には、被災者等の健康管理実施計画の策定の要請を県に行うものとする。 
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第２４節  民間団体活用計画 

 

災害における民間団体（婦人会、その他団体等）の活用については、本計画の定

めるところによる。 

 

１．実施機関 

（１）民間団体の活用は、町長又は町教育委員会が民間団体の協力を求めて行う。

本町のみで処理不可能な場合は、被災を免れた隣接市町村に連絡し、その協

力を求めて行う。 

 （２）大規模な災害又は広範囲にわたる災害のときは、知事又は県教育委員会に

要請するものとする。 

２．活用方法 

 （１）活動内容は、被害の程度によって異なるが、おおむね次のとおりとする。 

   ① 罹災者救出等の応急措置及び応急復旧等に協力応援するものとする。 

   ② 罹災者及び応急復旧作業に従事している者に対する炊き出し等に従事

するものとする。 

 （２）活動範囲は、原則として町内全域とする。 
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第２５節  労務供給計画 

 

災害時において応急対策を実施する場合は職員をもってこれに充てるが、特定作

業あるいは、労力に不足を生じる場合の計画は、次により実施する。 

 

１．実施機関 

災害応急対策に必要な労務者の雇上げ等については、町長が実施する。 

 

２．労務者の雇上げ方法 

特定作業に労力が必要なときは、各部（課）の要請（労務者雇上げ依頼票）に

より、総務部（課）が玉名公共職業安定所長に依頼し、雇用するものとする。 

 

３．労務者の作業内容 

応急対策に使用しうる労務作業の範囲は、次のとおりとする。 

（１）被災者の救出のための機械器具資材の操作 

（２）医療助産の移送 

医師等が到着しなければ、医療措置を講じられない重症患者または医療措

置を必要とする患者を病院等に運ぶために、他の方法がない場合 

（３）飲料水の供給のための運搬操作、浄水用医薬品の配布等 

（４）救援物資の整理、輸送及び配分 

（５）死体の捜索処理 

 

４．賃金の基準 

賃金の基準は、民間の雇用賃金に災害時の事情を勘案して災害対策本部長が定

める。 

 

５．賃金の支給方法 

賃金の支給は、各部（課）において支払うものとし、原則として作業現場で当

日労務者に対し直接支払う。 

 

労 務 者 雇 上 げ 依 頼 要 

部（課）名  作 業 内 容  

雇上げ理由  雇上げ期間  

所 要 人 員 
男 女 計 

就 労 時 間 
 

人 人 人 

  賃 金  
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第２６節  文教対策計画 

 

災害発生のおそれがある場合、または災害が発生した場合において、基本法及び

その他の法令に基づき、児童・生徒等の身体、生命及び文教施設を災害から保護し、

もって教育行政の確保を図ることを目的とする。 

 

１．実施機関 

（１）町立学校の災害応急復旧は、町長が実施する。 

 （２）町立学校の幼児、児童、生徒に対する災害応急教育対策は町教育委員会が

行う。ただし、救助法が適用されたとき、または町が災害応急対策を実施す

ることが困難な場合は、知事又は県教育委員会が、必要関係機関の協力を求

めるものとする。 

２．児童・生徒の安全措置 

（１）応急教育対策 

① 災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、学校長は事故を未

然に防止するため、休校等適切な措置を講ずるものとする。この場合教育

委員会はあらかじめ基準を示し、学校長と協議する。 

② 学校長は登下校時に災害が発生した場合を想定して避難予定場所をあ

らかじめ設定しておくものとする。 

避難予定場所の名称、所在地等については常に児童、生徒及び保護者に

周知徹底させておくとともに、災害発生の場合は、保護者に児童、生徒の

動向を連絡できる体制をも考慮しておくものとする。 

（２）学校施設の確保 

被災施設の状況を速やかに把握し、玉名教育事務所等関係機関と密接な連

絡をとり、次の応急措置を行う。 

① 火災による被災建物であって木造建物で全焼以外の被災建物は、主要構

造材の炭化部分を撤去し、残余の部分は、床、壁体、天井、建具を修理の

うえ、建物周囲の片づけを行い児童、生徒を収容する。 

なお、主要構造材の炭化が表面のみの場合は、建築士が構造上の安全を

確認後、上記修理を行い、一時的に使用することとする。 

② 火災以外の災害建物で、大破以下の被災建物は、応急修理のうえ使用す

るが、この場合建築士の指示により、水平力及び積載荷重に対し、安全の

確認を行った後使用すること。 

③ 被災校舎が応急修理によっても使用不可能な場合は、無災害または被害

僅少地域の学校施設、公民館その他の民有施設等を借り上げることとする

が、この場合児童、生徒の安全とともに教育的配慮を行うこととする。 

④ 教育施設の破損、滅失については、早急に修理・補充する必要があるが、

修理、補充の不可能な場合には、無災害又は被害僅少、学校の設備を一時
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的に使用するよう手配する。 

３．災害に伴う学用品の支給 

災害のため、住家に被害を受け、就学上欠くことのできない学用品を喪失、ま

たはき損し、資力の有無にかかわらず物品販売機構の一時的混乱のため、これら

の学用品を直ちに入手することができない状態にある小学校児童及び中学校生

徒に対して、町は必要最少限度の学用品を供与し、それらの者の就学の便を図る

ものとする。 

４．その他支援措置 

  災害により進学や就学が経済的に困難となった児童生徒等に対して、必要に応

じ、国、県及び関係機関等と連携して奨学金や授業料免除等の就学支援を行うも

のとする。 
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第２７節  地震・津波災害応急対策計画 

 

大地震が発生した場合は、県及び防災関係機関と緊密な連携を持ち、迅速に応急

対策を実施し住民の生命を保護し、被害を最小限度にとどめるための計画である。 

 

１．町民に対する予備知識の周知対策 

平成７年１月１７日発生の阪神・淡路大震災は、死者 6,434 人、負傷者 43,792

人、住家被害 639,000 棟を超える大災害であり、地震災害の脅威を改めて認識さ

せるものであった。 

この教訓を基にして住民の安全な生活を確保するため、「防災に対する心構え」

を住民に徹底し被害の軽減を図るものとする。 

 

２．災害応急対策 

町は大地震発生と同時に災害対策本部を設置し、災害状況の把握につとめ、防

災計画に基づく災害応急対策により次の応急対策を行う。 

（１）通信及び広報対策     第３章 第６節 第７節 

（２）医療対策         第３章 第１４節 

（３）防疫対策         第３章 第２３節 

（４）食糧及び物資供給対策   第３章 第１５節 第１７節 第１９節 

（５）交通対策         第３章 第２０節 

（６）消防対策         第３章 第９節 

（７）給水対策         第３章 第１６節 

（８）電力・ガス対策      第３章 第３０節 

（９）避難収容対策       第３章 第１０節 

 

３．職員の配置基準 

震度４以上の地震が発生した場合における町職員の配置はおおむね次の基準

により行うものとする。なお、この実施運用については総務課長が関係課長を招

集して情報を検討し、その他の応急措置を講ずるとともに町長に必要な進言を行

なうものとする。 

 

４．災害対策本部設置前の配置基準 

（１）第１警戒体制 

震度４以上の地震が発生した場合、総務課長の指示に基づき職員の配置基

準により警戒体制をとる必要があると認めたときは（別表１）により職員の

配置を行ない、予警報の伝達及び災害情報の収集にあたるものとする。 

（２）第２警戒体制 

震度４以上の地震が発生し、津波注意報が発表された場合、総務課長の指
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示に基づき配置体制（別表１）により職員の配置を行ない、災害の情報及び

被害報告の収集等災害応急対策の実施にあたるものとする。 

 

別表１ 災害対策前の配置体制 

課  名 第１警戒体制 第２警戒体制 

総 務 課 

３  ６ 
監査事務局 

議会事務局 

会 計 室 

福祉保健介護課 
  ３ 

子育て支援課 

税 務 課   ２ 

住 民 環 境 課   ２ 

農 林 水 産 課 
 ２  ３ 

農 業 委 員 会 

まちづくり課   ３ 

建 設 課   ２  ３ 

水 道 課   ３ 

下 水 道 課   ２ 

学 校 教 育 課 
 ２  ３ 

生 涯 学 習 課 

計  ９ ３０ 

    上記の基準によるほか、町長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配置

体制及び配置要員の増減をとるものとする。 

   

 

５．災害対策本部設置後の配置体制 

災害対策を強力かつ迅速に推進するため次により職員を配置する。 

 （１）配置体制の基準 

区分 配 置 時 期 配 置 内 容 

第１配置 

ア 局地的な災害が発生した場合 

イ 震度５弱の地震が発生した場合 

ウ その他必要により本部長が当 

該配置を指示したとき 

気象情報及び地震情報の伝達、

災害情報及び被害報告の収集、

水防、救助活動が円滑に行える

体制とする。 
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第２配置 

ア 町内全域にわたる災害が発生し被

害が甚大な場合 

イ 震度５強以上の地震が発生した場

合 

ウ 津波警報、大津波警報が発表された

場合 

エ 本部長が当該配置を指示したとき 

全職員をもってあたるもので

状況によりそれぞれの災害対

策活動が強力に推進できる体

制 

 

（２）災害対策本部設置後の職員配置体制はおおむね別表２のとおりとする。 

 

別表２ 災害対策本部設置後の配置体制 

対策部名 班  名 
配置体制 

第１配置 第２配置 

総 務 対 策 部 

総 務 班 

１３ 

全  員 

 

経 理 班 

広 報 情 報 班 

福 祉 対 策 部 福 祉 班  ６ 

生 活 対 策 部 
税 務 班  ６ 

環 境 衛 生 班  ４ 

経 済 対 策 部 
農 林 水 産 班  ２ 

商 工 班  ４ 

建 設 対 策 部 
土 木 班 

 ６ 
管 理 班 

上下水道対策部 
水 道 班  ５ 

下 水 道 班  ４ 

文 教 対 策 部 
教 育 班 

 ７ 
生 涯 学 習 班 

計  ５７ 全  員 

上記の基準によるほか、町長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配置

体制及び配置要員の増減をとるものとする。 

  なお、震度５弱以上の地震が発生した時は、全職員が参集し、状況に応じ各配

置体制をとるものとする。 

 

６．職員の動員、配置のための伝達系統 

（１）平常勤務の場合 

専用回線   専用回線    電話（防災メール） 
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熊本地方気象台   熊本県危機管理防災課   長洲町役場    担当職員へ指示 

 

① 総務課長は職員の配置体制をとったときは、関係課長に対して配置決定

の指示を行なうとともに庁内放送等により全職員に対しその旨連絡する。 

② 消防団の各分団に対しては、総務課がその旨連絡する。 

③ 対策関係課長は、それぞれの所属する関係事務所等へその旨連絡する。 

 

（２）勤務時間外、休日等の場合 

専用回線      専用回線 

熊本地方気象台   熊本県危機管理防災課    有明広域行政事務組合消防本部 

電話   電話（防災メール） 電話（防災メール） 

総務課長   関係各課長   担当職員 

 

① 休日勤務の日直者は、熊本県危機管理防災課、ＮＴＴ等から本計画に該

当する報告があった場合、総務課長及び関係各課長にその旨連絡する。 

② 連絡を受けた各課長は直ちに関係配置職員（消防団員を含む）に緊急連

絡をとる。 

③ 配置職員は、招集の連絡を受けたときは、直ちに登庁し、登庁した旨を

総務課長及び所属課長に報告するとともに所定の業務につく。 

④ 配置職員は、勤務時間外において災害が発生し、また災害のおそれがあ

ることを知ったときは、関係者からの連絡、テレビ、ラジオ等に留意する

とともに進んで関係方面へ連絡をとり所定の配置につくよう努めなけれ

ばならない。 
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第２８節  公共施設応急工事計画 

 

公共施設の災害に際し、交通の確保並びに公共施設の応急復旧を迅速的確に処理

することによって、罹災者の民心安定を図るものとする。 

 

１．公共土木施設 

  災害によって河川、道路その他の公共土木施設が被災した場合における応急工

事は、次により実施する。 

（１）実施機関 

① 河 川  イ 一級河川の直轄管理区間は国土交通省 

ロ 一級河川のうち指定区間及び二級河川は県 

ハ 準用河川及びその他の普通河川は市町村 

② 道 路  イ 一般国道指定区間は国土交通省 

ロ その他の一般国道及び県道については県  

ハ 市町村道については市町村  

ニ 高速道路等については西日本高速道路株式会社 

（２）人員、資機材の確保 

応急工事を実施するに当たり、実施機関のみの人員、資機材で不足する場合

は、人員については、別節「労務供給計画」及び「民間団体活用計画」の定め

るところによって、人員の確保を図るものとする。 

（３）応急工事の施行 

仮道工事、仮さん道工事、仮橋工事、仮締切り工事及び決壊防止等の応急工

事は、緊要度を考慮のうえ、次により迅速、かつ重点的に実施するものとする。 

① 緊要度の高い交通路 

被災した道路または橋梁が唯一の交通路であり、食料及び物資等の輸送ま

たは復旧資材の運搬等のため、早急に復旧を必要とする仮道、仮さん道及び

仮橋について、交通の確保を図るものとする。 

② その他の交通路  

被災した道路、または橋梁が唯一の交通路でない場合には、国道、主要地

方道並びに交通上特に重要と認められる県道、若しくは、市町村道が被災し

て、交通に著しい支障を及ぼし、これらの復旧に長時間を要し、かつ適当な

迂回道路がないため緊急に施行しなければならない仮道工事等が必要な場

合  

③ 仮締切り工事 

仮締切り工事は、河川、またはこれらの効用をかねる道路が被災して、通

常の状態における流水が侵入し、当該被災施設に隣接する一連の施設で、当

該被災箇所の背後地に甚大な被害を与えているか、またはそのおそれが大き

いため、緊急に仮締切り工事を施行しなければならない場合。 
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２．農地及び農業施設等 

農地及び農業用施設等が被災し、農業生産の維持及び経営の安定に重大な支障

を及ぼすもので、緊急やむをえず応急工事を施行しなければならない場合は、次

により行うものとする。 

（１）実施機関 

① 農地、農業用施設及び農林業協同利用施設の応急工事は、土地改良区、

農業協同組合の所有、または管理に属する施設等について、それぞれの実

施責任者を有する者が行うものとするが、これらの実施責任者において施

行が困難な場合は、町長が行うものとする。 

② 前記①において実施不可能な場合は、県（本庁）または県の出先機関に

連絡し、適切な指導と 援助を受けて施行するものとする。 

（２）人員、資機材の確保 

応急工事を実施するために必要な人員、資機材の調達については、前記１

の（２）により確保するものとする。 

（３）応急工事の実施 

   応急工事の実施に当たっては、早期の工事完了に向け、状況に応じ、工事

計画の見直し等に努める。 

 

３．公共施設の被災状況報告について 

  災害時、町の行政機能を維持するために、公共施設の被災状況を確認す

ることは急務となる。長洲町地域防災計画第３章第２節動員配置計画及び

第２７節地震・津波災害応急対策計画に基づき配置体制についた職員は、

各対策部管轄の公共施設の被災状況を確認し、総務課又は総務対策部へ報

告するものとする。
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第２９節  海上災害対策計画 

 

船舶の海難による油の流出、大規模な海上火災、船舶及び航空機の遭難による多

数の人命の損失その他異常な自然現象による海上災害が発生し、または発生するお

それのある場合、海難救助、被害の拡大の防止及び災害の未然防止等応急措置を実

施し、海上における住民の生命、身体及び財産を保護するとともに社会の秩序を維

持にあたるものとする。 

 

１．町の応急対策 

（１）非常体制の確立 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、三池海上保安部と共

同して、必要な対策の検討、情報の収集を行うとともに、所要の措置を講じ、

併せて長洲町災害対策本部の設置を図る。 

（２）情報の伝達及び応急措置 

町長は、災害が発生し、または発生するおそれがある情報を受けたときは、

直ちにそれぞれの機関に通報する。 

関係市町村に対しては、必要な海上情報を伝達し、応急対策について協議

する。 

関係沿岸市町村への通報事項は、おおむね次のとおりとする。 

・ 人命の救出、救護 

・ 初期消火及び延焼防止 

・ 沿岸住民に対する災害状況の周知徹底及び警戒 

a 被害の及ぶおそれのある沿岸住民に対する災害状況の周知 

b 火気使用の制限又は禁止等、発災危険防止措置の広報及び警戒 

・ 沿岸住民に対する避難の勧告及び指示 

通報及び伝達に当たっては、災害情報通信計画（第３章第４節）により

行う。 

（３）警戒区域の設定、立入制限、退去等の命令 

① 町長は、災害が発生し、人の生命または身体に対する危険を防止するた

め、特に必要であると認められるときは警戒区域を設定する。 

② 町長は、前項により警戒区域を設定したときは速やかに公表し、災害対

策に従事する者以外の立入禁止制限又は当該区域からの退去を命令する。 

③ 公表は、掲示するとともに、ラジオ、テレビ等の報道機関を利用すると

ともに、広報車、有線放送等により広報を行い住民へ周知を図る。 

（４）救助活動 

① 避難時の勧告の指示 

町長は、住民の生命、身体を保護するための避難命令を発令し、適当な

場所への避難の指導及び勧告を行う。 
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② 水防活動 

岸壁、護岸、堤防等の欠壊に対する応急復旧 

③ 消防活動 

船舶等の火災の消火 

（５）自衛隊の派遣要請 

町長は、災害に伴う救助活動に必要があると認めるときは、自衛隊派遣要 

請計画（第３章第２５節）により知事に要請するものとする。 

 

２．三池海上保安部の応急対策 

（１）非常体制の確立 

災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、海上保安庁長官、管

区海上保安本部長が発令する非常配備及び災害対策本部の設置に必要な対

策の検討、情報の収集を行うとともに所要の措置を講ずる。 

（２）通信の確保 

通信施設の保全を努めるとともに、部内及び防災関係機関との相互の通信

連絡の確保にあたる。 

（３）警報等の伝達 

気象、津波、高潮、波浪に関する警報及び航路障害物、航路標識の異常等、

航行船舶の安全あるいは、油等危険物の流出による船舶、水産資源諸施設、

公衆衛生等に重大な影響を及ぼす事態を知った場合は、安全通信、航行通報、

ラジオ、テレビ放送、巡視船艇による巡回、その他有効な方法により船舶及

び関係者へ伝達通知する。 

（４）災害状況の把握及び情報の収集等 

航空機又は巡視艇を災害地に派遣し、災害状況を把握するとともに、情報

を収集し、その結果を分析評価して報告または通報するものとする。 

（５）救助活動 

① 避難の援助及び勧告 

避難命令等が発令された場合において、必要があるときは、避難者の誘

導を行い、海上輸送及び船舶に危険が生じるおそれがある場合は、適当な

場所への避難の指導及び勧告をする。 

② 遭難船等の救助 

遭難船が発生した場合の捜索及び救助にあたる。 

③ 水防活動 

岸壁、護岸、堤防等の決壊に対する応急復旧資材の海上輸送 

④ 消防活動 

船舶等の火災の消火 

⑤ 人員及び救援物資の緊急輸送 

救助活動に必要な人員、資機材及び救援出資等の緊急輸送 
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⑥ 物資の無償貸付又は譲与 

要請により、または必要と認める場合の規定に基づく海上災害救助用物

品のり災者への無償貸付または譲与 

（６）海上交通安全の確保 

① 漂流物、沈没物その他航路障害物の応急措置及び除去についての命令ま

たは勧告 

② 水路の損壊、水深に異常を生じた場合の応急調査及び警戒 

③ 船舶交通の安全を確保するため、交通の制限または禁止と必要に応じ応

急標識等の設置 

（７）危険物の保安措置 

危険物の保安については、防災関係機関と密接な連絡をとり、必要に応じ

次の措置を講ずる。 

① 海面に油、危険物等が流出した場合の付近の警戒、油の拡散、火災発生

防止等の措置 

② 状況に応じ船舶交通の制限又は禁止、進行の停止及び経路変更等の指導 

③ 危険物積載船舶について荷役の制限または禁止及び移動もしくは航行

の制限または禁止の措置 

（８）治安の維持 

治安を維持するため、巡視船艇を災害地に派遣し、付近の警戒を強化する

とともに、各種事犯の発生状況の実態把握に努め、関係法令に基づく取締り

を強化する。 

（９）広報 

民心の安定に重点を置き、災害、治安、救助、復旧の状況及び応急措置方

法等について必要があれば、防災関係機関と連絡調整のうえ報道機関等を通

じて広報を行う。 

 

３．協力の要請 

長洲町、三池海上保安部等関係機関は、有明海排出油等防除協議会及び油除剤、

油拡散防止、資機材等を有する関係機関に応急措置を必要とする場合は協力を要

請するものとする。 
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第３０節  電力施設、ガス施設、交通施設の応急対策計画 

 

電気、ガス、交通施設（以下「公共施設」という。）の災害対策については、そ

れぞれの機関の防災業務計画によるところであるが、町は、災害発生の場合、それ

ぞれの機関に協力して、その機能の確保を図るものとする。 

 

１．町長は、公共施設に災害が発生し、また発生するおそれがある情報を受けたと

きは、直ちにそれぞれの機関に通報する。 

 

２．町長は、各機関から応急対策上の応援を求められたときは、応急救助等に支障

のない限りにおいて協力するものとする。 

 

３．町長は、災害応急対策上の協力の範囲及び方法については、あらかじめ各機関

と協議して定めるものとする。 
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第３１節  災害義援金品募集配分計画 

 

１．実施機関 

災害義援金品の募集、配分は、次の機関をもって協議会を構成し、各機関が共

同しあるいは協力して行う。 

町、日本赤十字社、長洲町社会福祉協議会、長洲町民生委員・児童委員協議会、

長洲町地域婦人会、小・中学校、行政区、その他の各種団体 

 

２．募集 

災害義援金品の募集は、県内または他の都道府県において大災害が発生した場

合は次の方法により行うものとする。なお、募集内容に当っては被災地の状況等

を考慮して行うものとする。 

県単位機関から通知を受け、あるいは市町村単位機関において関係機関が協議

して募集することに決定したとき、募集の細部について更に協議し、それぞれの

組織を通じて義援金品の拠出を呼びかけるものとする。 

 

３．集積 

募集に基づき、あるいは任意拠出される義援金品の集積は、次の方法によるも

のとする。 

（１）各家庭から募集したときは、各行政区、婦人会、民生委員協議会等の組織

で、各家庭を訪問して集積し、あるいは集積場所を指定して各家庭から持参

していただく等の方法によって集積する。 

（２）小、中学校児童・生徒あるいは工場における職域募集等によって集積され

たものは、それぞれの単位期間において一括引継ぎを受けるものとする。 

（３）個人等で申出のあったものについてはそれぞれ受け付け、その都度または

一定期間にまとめて、単位期間別に指定した場所に集積するものとする。 

（４）銀行口座等金融機関を通じて募集したものについては、専用の総合受付口

座の開設を行い、単位期間ごとに集積するものとする。 

 

４．引き継ぎ 

町で受付募集した義援金品の輸送及び引き継ぎは次の方法により行う。 

（１）義援物資の引き継ぎ 

集積した義援物資は町において荷造りし、被災地を所管する配分機関に送

付するものとする。ただし、集積物資が少なく輸送等をまとめて行うことが

適当な場合においては、県単位機関において、一括配分機関に引き継ぐもの

とする。 

（２）引き継ぎの記録 

義援金品の引き継ぎに当たっては、義援金品引継書を作成し、その授受の
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関係を明らかにしておくものとする。 

（３）引き継ぎをする配分機関 

義援物資の引き継ぎは、おおむね次の区分による配分機関へ行うものとす

る。 

③ 県外の災害 

災害が 2市町村以上のときは、県単位機関に、単独市町村のときは市町

村単位機関に引き継ぐものとする。 

② 県内の災害 

災害が単独市町村のときは、その市町村単位機関に、また同一郡内で 2

市町村以上のときはその郡単位機関に、その他広域のときは、県単位機関

に引き継ぐものとする。 

ただし、郡あるいは県単位機関に引き継ぐべき災害であっても、募集機

関が直接指定市町村等に引き継ぐとき、または郡あるいは県単位が調整し

て直接引き継ぎ市町村を指定したときは、市町村単位機関に直接引き継ぐ

ものとする。 

③ 引き継ぎを受ける配分機関 

義援物資の引き継ぎは、次の機関とする。 

県機関   県知事、日本赤十字社県支部長 

郡機関   玉名地域振興局長、郡町村会長 

市町村   市町村長 

なお、義援金についても本機関に引き継ぐものとする。 

 

５．配分 

引き継ぎを受けた義援金品は、次の方法により配分するものとする。 

（１）配分の基準 

配分の基準は、おおむね次のとおりとするが、特定物品及び配分先指定金

品については、それぞれの目的に沿って効率的な配分を個々に検討して行う

ものとする。 

① 一般家庭用物資 

全失世帯     １ 

半失世帯     １／２ 

床上浸水世帯   １／３ 

② 無指定金銭 

死者（行方不明で死亡と認められる者）  １ 

重傷で障がいが相当残る程度の者      １／２ 

その他重傷者              １／３ 

全失世帯                １ 

半失世帯                １／２ 
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床上浸水世帯              １／３ 

（２）町における配分 

県及び郡単位機関から配分を受け、または町で受けた義援金品は（１）に

定める基準を参考にして、民生委員その他関係者の意見を聞き、実情に即し

た配分を行うものとする。 

なお、各世帯配分にあたっては「生活必需物資供給計画」に定める配分手

続きに準じて行うことを原則とするが、配分物資の条件が異なるので実情に

即して適宜その手続を変更して差し支えないものとする。 

（３）配分の時期 

配分はできる限り受付けまたは引き継ぎの都度行うことを原則とするが、

義援金品が少量、少額の時は、世帯別配分を不可能にし、かつ、輸送あるい

は労力等経費の浪費ともなるので、定量に達したときに行う等、配分の時期

には十分配慮して行うものとする。 

ただし、腐敗変質のおそれがある物資については、速やかに処理するよう

常に配慮して扱うものとする。 

（４）義援金品の管理 

義援金及び義援物資は、町において管理するものとする。 

金銭の管理は、町会計室において、町歳入歳出外現金として、これを厳重

に保管するものとする。なお、預金に伴う利子収入は、義援金に含めて扱う

ものとする。 
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第３２節  その他の災害応急対策に必要な事項 

 

１．応急公用負担 

（災害対策基本法第１４条、第７１条、第７８条、水防法第２１条） 

（１）公用負担を行使できる者 

① 知事 

② 市町村長 

③ 警察官 

④ 海上保安官 

⑤ 指定行政機関の長 

（２）人的公用負担 

応急措置を実施するため、緊急を要する場合、当該地域内の住民または当

該応急措置を実施すべき現場にある者を、公用令書（様式８の１号）をもっ

て応急措置の業務に従事させることができる。 

（３）物的公用負担 

応急措置を実施するため緊急を要する場合、当該地域内の他人の土地、建

物、その他の工作物を一時使用し、または土石竹木、その他の物件を公用令

書（様式８の２号）をもって使用し若しくは収容することができる。 

物資の保管命令については、様式８の３号の公用令書による。 

（４）公用負担の変更及び取消し 

公用令書を交付した後当該公用令書にかかわる処分を変更し又は取り消

したときは公用変更令書（様式９号）または公用取消令書（様式１０号）を

交付しなければならない。 
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様式第 8の 1号 

従事第   号 

公   用   令   書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法第７１条の規定に基づき、次のとおり 従事・協力 を命ずる。 

 

処分権者 氏名         ○印  

 

従事すべき業務  

従事すべき場所  

従事すべき期間  

出頭すべき日時  

出頭すべき場所  

備  考  
 

 

様式第 8の 2号 

管理第   号 

公   用   令   書 

 

住所   

氏名   

 

災害対策基本法 第７１条・第７８条第1項 の規定に基づき次のとおり  を 

管理・使用・収容する。 

 

年  月  日 

 

処分権者氏名        ○印  

 

名 称 数 量 所在場所 範 囲 期 間 引渡月日 引渡場所 備 考 

        

        
 

 

 



141 
 

 

様式第 8の 3号 

保管第   号 

公   用   令   書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法 第７１条・第７８条第１項 の規定に基づき、次のとおり物

資の保管を命ずる。 

 

年  月  日 

 

処分権者氏名       ○印  

 

保 管 す べ き 

物 資 の 種 類 
数   量 保管すべき場所 保管すべき期間 備   考 

 

 

    

 

 

    

 

 

様式 9号 

変更 第   号 

公  用  変  更  令  書 

 

住所 

氏名 

災害対策基本法 第７１条・第７８条第１項 の規定に基づく公用令書（ 年

月 日 第 号）にかかる処分を次のとおり変更したので、同法施行令第３４

条第 1項の規定によりこれを交付する。 

 

年  月  日 

処分権者氏名       ○印  

変更した処分の内容 
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様式１０号 

取消 第  号 

公  用  取  消  令  書 

 

住所 

氏名 

 

災害対策基本法 第７１条・第７８条第１項 の規定に基づく公用令書（ 年 

月 日第 号）にかかる処分を取り消したので、同法施行令第３４条第１項 

の規定により、これを交付する。 

 

年  月  日 

 

処分権者氏名       ○印  

 

 

 

 

２．災害対策本部に従事する者の腕章 

災害対策本部に従事する者は左上腕に様式１１号の腕章を着用する。 

 

腕章    様式１１号 

 

 

 

 

 

37 ㎝  

白地に黒字とする。 

 

長洲町災害対策本部 10cm 
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３．災害応急対策に使用する車両の表示 

災害応急対策に使用する車両は、当該車両の前面左側窓に次の表示をする。 

 

  (備考) 

  １ 文字および円の記号の色彩は赤色、 

地の色彩は白色とする。 

  ２ 図示の長さの単位はセンチメートル 

３ 運転者の視野を妨げないようにして 

車両の前面の見やすい箇所にちょう付 

する。 

４ 標章の右下すみに交付番号を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

交付番号 

緊 急 

  18 

20
 



 
 

 

 

第４章 

 

 

災害復旧・復興計画 
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第 1 節  災害復旧・復興の基本方向 

 

 被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な現

状復旧を目指すか、災害に強いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的

復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方向を定めるものとする。 

 特に、大規模災害時等の場合には、この基本方向に基づき復興計画を作成し、適

切な進捗管理を行うとともに、様々な機会を捉え、情報発信を行うものとする。 

 復旧・復興に当たっては、男女共同参画の観点から、復旧・復興のあらゆる場、

組織に女性の参画を促進するものとする。併せて、障がい者、高齢者等の要配慮者

の参画を促進するものとする。 

また、災害・復興対策の推進のため、必要に応じ、県、他の地方公共団体等に対

し、職員の派遣その他の協力を求めるとともに、緊密な連携を図るものとする。併

せて、復旧・復興事業の円滑な推進を図るため、関係団体と協力・連携の上、建設

関係業者の人手不足等の課題を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを行うものとす

る。 

 

 

第２節  災害復旧計画 

 

１．基本方針 

（１）町は、応急対策を実施したのち、できるだけ迅速に着工し、短期間で完了

するようつとめることとする。 

（２）災害復旧について、再度災害の原因とならないよう完全に復旧工事を行う

とともに原形復旧にとどまらずにさらに災害関連改良事業を行う等施設の向

上を配慮するものとする。 

 

２．復旧計画 

災害の復旧に関して、現在の各法令の規定により恒久的復旧のため災害復旧計

画を作成し速やかに応急復旧を実施するとともに早期着工、短期完成を図ること

を目途とする。 

 

（施設の災害復旧に関する主な法律） 

・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９７号） 

・農林水産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） 

・公立学校施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２８年法律第２４７号） 

・道路法（昭和２７年法律第１８０号） 
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・河川法（昭和３９年法律第１６７号） 

・砂防法（明治３０年法律第２９号） 

・海岸法（昭和３１年法律第１０１号） 

・港湾法（昭和２５年法律第２１８号） 

・公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号） 

・生活保護法（昭和２５年法律第１４４号） 

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

・身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

・精神薄弱者福祉法（昭和３５年法律第３７号） 

・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（昭和３７年法律第１

５０号） 

 

 

第３節  被災者自立支援計画 

 

 大規模な災害発生時には、多くの人々が被災し、住宅や家財の喪失、経済的困窮、

あるいは生命の危機に瀕して、地域社会が混乱に陥る可能性がある。そこで、こう

した災害時の人心の安定に資するため、被災者の自立支援のための措置を講じるも

のとする。 

 計画の実施においては、随時報道機関等を通じて広報を行い、広く住民へ周知を

行うよう努めるものとする。 

 

１．被災者に対する生活支援等 

被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができる

よう、その見守りや生活支援、相談対応等のきめ細やかな被災者支援を行うとと

もに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとす

る。 

また、被災者支援が効果的に実施できるよう、情報提供や市町村間の連携構築、

地域の支援者や民間事業者等との連携による見守り体制の構築など、県に対し支

援を要請するものとする。 

 

２．り災証明書の交付 

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、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程度

の認定や、り災証明の交付体制を確立し、遅滞なく、住宅等の被害の程度を調査

し、被災者にり災証明書を交付するものとする。 

また、被災建築物応急危険度判定制度と被災宅地危険度判定制度及びり災証明
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書発行に関する住家被害認定制度の目的等の違いについて十分に住民に周知す

るものとする。 

り災証明は、災害救助法による各種施策を実施するにあたって必要とされる家

屋の被害程度について、地方自治法第２条に定める防災に関する事務の一環とし

て、被災者の応急的、一時的な救済を目的に、町長及び消防署長が確認できる程

度の被害について証明するものとする。 

（１）り災証明の対象 

   り災証明は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害により被害を受け

た家屋について、災害による被害の程度を証明する書面として交付を行うもの

とする。なお、家屋以外のものがり災した場合において必要があるときは、町

長が行うり災届出証明で対応する。 

（２）り災証明を行う者 

   り災証明は、証明の対象となる家屋が所在する町長が行うこととする。ただ

し、火災によるり災証明は、申請者の家屋が所在する消防署長が行うこととす

る。 

（３）り災証明書の発行 

   り災証明書は、り災証明の対象となる家屋の所有者、占有者及び一時滞在者

の申請に基づき、前記「（2）り災証明を行う者」の町長若しくは消防署長が

作成したり災証明書をこれらの者に発行することにより行うこととする。 

（４）被害家屋の判断基準 

   り災証明を発行するにあたっての家屋被害の判定は、「災害の被害認定基準

について（平成１３年６月２８日付府政防第５１８号内閣府政策統括官（防災

担当）通知）」、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（平成２５年６

月内閣府（防災担当））、「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」

（平成２９年３月内閣府（防災担当））に基づき行うこととする。 

３．被災者台帳の作成等 

  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ものとする。 

また、県において災害救助法に基づき被災者の救助が行われたときは、被災者

に関する情報を必要に応じて、県から受けることができるものとする。 

 

４．被災者自立支援対策の充実に向けた平時の取組み等 

  災害時に被災者自立支援対策が遅滞なく行われるよう、平時から住家被害の調

査やり災証明書の交付の担当部局を定めるとともに、担当者の人材育成、他の自

治体や民間団体との応援協定の締結、受援体制の構築等を計画的に進め、業務実

施体制の整備・充実に努めるものとする。 
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  また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部

局とは非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後

に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した住家被害の調査・判定を

早期に実施できるように努めるものとする。 

 

 

第４節  生業回復等の資金確保計画 

 

１．基本計画 

被災者の生活安定及び事業回復のための資金については、国、県、町及び各種

金融機関の協力のもとに現在の各法令及び制度の有機的な運用により所有資金

を確保するよう配慮するものとする。 

また、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よう、

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、体制の整備に努め

るものとする。 

 

２．融資制度の充実 

世帯更生資金をはじめとする各種資金の貸付け、農業協同組合、各種金融公庫、

その他の一般金融機関の災害融資を充実強化し、被災者の生活安定等を図るため

の資金の確保につとめるものとする。 

 

 

第５節  復興計画 

 

 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合におい

ては、被災地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の

機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となる。このため、これを可及的速やか

に実施するため、復興計画を作成し、地域住民等の合意形成や関係機関の諸事業の

調整を図りながら、計画的に復興を進めるものとする。 

町は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本

方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき市街地開発事業、土地改良事業

等を実施することにより、特定大規模災害により、土地利用の状況が相当程度変化

した地域等における円滑かつ迅速な復興を図るものとする。 

また、町は、必要な場合、県や関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請する

ものとする。 



148 
 

様式１号 

 

災     害     情     報 

災 害 の 種 別  災 害 発 生 日 時  

災害発生場所  

発 信 機 関  受 信 機 関  

発 信 者  受 信 者  

発 信 時 刻     月   日   時   分 

受 

信 

事 

項 

 

処 

理 

事 

項 

 

（注意） 

 災害情報は、次の事項に留意して報告し、又は報告を受けること。 

１．人的被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関等の 

 出動等）を記載するとともに、死者・行方不明者・重傷者・軽傷者等人的被害を受けた個人ご 

 とにそれぞれ住所、氏名、年齢、性別を記載のこと。 

２．住家被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関等の 

 出動等）を記載するとともに、被害棟数、世帯数、人数を記載すること。 

３．道路の規制状況については、規制の場所、被害の原因を記載すること。 

４．河川、海岸、溜池の海岸堤防、ダム等その他公共施設の危険状況・防災活動状況。 

５．住民に避難については、自主避難・避難指示等の別、地区名、世帯数、人員、避難場所及び

避難の原因等について記載すること。 
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被 害状 況報告 （速報 ・確 定 ） 

様式２号 

月  日  時  分 現在 

報告者名（       ） 

市町村名 

区 分 

 
摘    要 

人

的

被

害 

死 者 人   

行 方 不 明 人  

重 傷 者 人  

軽 傷 者 人  

住 
 

 

家 
 
 

被 
 
 

害 

全 壊 

棟  

世帯  

人  

半 壊 

棟  

世帯  

人  

床 上 浸 水 

棟  

世帯  

人  

床 下 浸 水 

棟  

世帯  

人  

一 部 損 壊 

棟  

世帯  

人  

非
住
家 

公 共 建 物 棟  

そ の 他 棟  

り 災 世 帯 数 世帯  

り 災 者 数 人  

災 害 対 策 本 部 設 置 月 日 時 分 

災 害 対 策 本 部 解 散 月 日 時 分 

災 害 救 助 法 適 用 月 日 時 分 

消 防 職 員 出 動 延 人 人  

消 防 団 員 出 動 延 人 人  

 

 



 
 

様式４号 

住 民 避 難 等 報 告 書 
 

市町村名（担当者名）   

報 告 日 ・ 時 間   

 

地 区 名 種 別 原 因 世帯数 人 数 避 難 場 所 避 難 、 勧 告 等 日 時 帰 宅 、 解 除 等 日 時 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※種別欄には、避難指示、警戒区域設定（設定）、自主避難（自主）のいずれかを記載すること。 
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○長洲町防災会議条例 

(昭和 37 年 12 月 26 日長洲町条例第 48号) 

改正 平成 12 年 3月 24 日条例第 1号 平成 24 年 9月 18 日条例第 16 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、長洲町防災会議(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、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 長洲町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議する

こと。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4) 前 3 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) 熊本県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(2) 熊本県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(4) 教育長  

(5) 有明広域行政事務組合荒尾消防署長及び消防団長 

(6) 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 

(7) 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 

(8) 前各号に掲げる者のほか、防災に関し必要と認める公共的団体の代表者

等のうちから町長が任命する者 

6 前項第 1号及び第 2号の委員の定数は、それぞれ 1名とし、同項第 3号及び

第 6号から第 8号までの委員の定数は、それぞれ 5名以内とする。 

7 第 5 項第 6号から第 8号までの委員の任期は、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。 
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8 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、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、町の職員、関係指定

地方公共機関の職員及び学識経験のあ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。 

(議事等) 

第 5 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、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 12 年 3 月 24 日条例第 1号)抄 

1 この条例は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 9 月 18 日条例第 16 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○長洲町災害対策本部条例 

昭和３７年 条例第４９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 条第 6

項の規定に基づき、長洲町災害対策本部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 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮

監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故ある

ときは、その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務を従

事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くこ

とができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対

策本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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長 洲 町 防 災 会 議 委 員 名 簿 

 

会 長  町長 中逸博光 

委 員   22 名 

 

区分 機関及び職名 氏 名 所  在  地 

第１号委員 玉名地域振興局次長 川元 敦司 玉名市岩崎 1004-1 

第２号委員 荒尾警察署長 木嶋 直高 荒尾市蔵満 1863-2 

第３号委員 

長洲町副町長 平川 一喜 長洲町大字長洲 2766 

総務課長 濱村 満成         〃 

建設課長 城戸 主税 〃  

農林水産課長 吉田 泰滋 〃 

福祉保健介護課長 宮本 孝規 〃 

第４号委員 教育長 戸越 政幸 〃  

第５号委員 
長洲町消防団長 杉本 和明 長洲町大字宮野 240-2 

荒尾消防署長 村上 重徳 荒尾市宮内 1027-9 

第６号委員 

三池海上保安部長 荒木 正一郎 大牟田市新港町 1 

国土交通省九州地方整備局 

菊池川河川事務所流域治水課長 
大山 直紀 山鹿市山鹿 178 

長洲郵便局長 星村 隆範 長洲町大字長洲 1357-3 

社会福祉協議会事務局長 林 邦博 長洲町大字長洲 2771 

第７号委員 

駐在員会会長 上野 準一 長洲町大字長洲 412-2 

熊本県隊友会長洲支部長 山本 孝範 長洲町大字宮野 34-2 

長洲町男女共同参画社会推進懇

話会長 
田中 伏美 長洲町大字高浜 1635 

第８号委員 

陸上自衛隊 第８師団  

第 42 即応機動連隊 
石村 昭平 北熊本駐屯地 

熊本北部漁業協同組合 

代表理事組合長 
上田 浩次 

長 洲 町 大 字 長 洲

3328-20 

長洲町地域婦人会会長 石本 啓子 長洲町大字上沖洲 91-1 

長洲町民生委員・児童委員 

協議会会長 
今村 憲治 長洲町大字長洲 409-6 

JA 玉名長洲総合支所長 村上 浩昭 
長 洲 町 大 字 清 源 寺

2792-1 

 


