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   ３ 荷捌きスペースの確保 

・第４ 防災資機材等の整備 

   １ 防災資機材の整備 

   ２ 備蓄倉庫等の整備 

・第５ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立 

１ 災害廃棄物処理計画の策定 

   ２ 広域処理体制の確立や民間連携の促進 

・第６ 罹災証明書発行体制の整備 

 

第18節 航空消防防災体制の整備 ----------------------------------------------------- 89 

・第１ 消防防災ヘリコプターの活動目的及び活動拠点  

   １ 活用の目的と範囲 

   ２ 消防防災ヘリコプター基地の整備 

   ３ 消防防災ヘリコプターの運航体制 

・第２ 場外離着陸場（臨時ヘリポート等）の確保 

   １ 場外離着陸場（臨時ヘリポート等）の確保 

   ２ 訓練地の確保 

・第３ 福島県ヘリコプター等運用調整連絡会議 

・第４ 広域航空消防防災応援体制の確立 

   １ 消防防災ヘリコプター応援協定 

   ２ 隣接県等とのヘリコプター相互応援 

 

第19節 防災教育 ------------------------------------------------------------------- 91 

・第１ 一般県民に対する防災教育  

   １ 防災知識の普及啓発 

・第２ 防災上重要な施設における防災教育 

   １ 病院及び社会福祉施設等における防災教育 

   ２ ホテル及び旅館等における防災教育 

   ３ その他不特定多数の人々が集まる施設における防災教育 

・第３ 防災対策に携わる全ての職員に対する教育・研修・訓練 

・第４ 学校教育における防災教育（文書管財総室、義務教育課・高校教育課・特別支援教育課、

 市町村教育委員会） 

   １ 趣旨 

   ２ 学校行事における防災教育 



 

 

   ３ 教科等における防災教育 

   ４ 教職員に対する防災教育 

・第５ 消防学校の防災教育  

   １ 目的 

   ２ 整備の基本方針 

・第６ 災害教訓の伝承 

   １ 災害教訓の収集、公開 

   ２ 災害教訓の伝承の取組 

 

第20節 防災訓練 ------------------------------------------------------------------- 94 

・第１ 総合防災訓練  

   １ 概要 

   ２ 訓練項目 

・第２ 個別訓練  

   １ 概要 

   ２ 個別訓練の種類 

・第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

   １ 概要 

   ２ 事業所（防火管理者）における訓練 

   ３ 自主防災組織等における訓練 

   ４ 一般県民の訓練 

・第４ 訓練の評価と地域防災計画への反映 

・第５ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域における防災訓練 

 

 

第21節 自主防災組織の整備 --------------------------------------------------------- 96 

・第１ 自主防災組織の育成指導  

・第２ 自主防災組織の編成基準  

・第３ 自主防災組織の活動 

   １ 自主防災計画の策定 

   ２ 日常の自主防災活動 

・第４ 企業防災の促進  

・第５ 地区防災計画の作成 

 

第22節 要配慮者対策 --------------------------------------------------------------- 97 

・第１ 市町村地域防災計画、避難行動要支援者名簿に係る作成・活用方針等、条例において定

める全般的事項 

   １ 市町村地域防災計画において定める事項 

   ２ 避難行動要支援者名簿に係る作成・活用方針等において定める事項の例 

      ３ 条例の定めを検討すべき事項 

・第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 



 

 

   １ 避難行動要支援者名簿の作成 

   ２ 要配慮者の情報利用等 

   ３ 名簿情報の提供と活用 

   ４ 名簿情報の提供における配慮 

   ５ 秘密保持義務 

・第３ 個別避難計画の策定  

・第４ 社会全体で避難行動要支援者を支援する体制の構築 

   ・第５ 社会福祉施設等における対策 

   １ 施設等の整備 

   ２ 組織体制の整備 

   ３ 緊急連絡体制の整備 

   ４ 防災教育・防災訓練の充実 

   ５ 大規模停電への備え 

・第６ 在宅者に対する対策  

   １ 情報伝達体制の整備 

   ２ 防災知識の普及・啓発 

   ３ 支援体制及び避難用器具等の整備 

・第７ 病院入院患者等対策  

・第８ 外国人に対する防災対策 

・第９ 避難所への移送 

・第１０ 避難所における要配慮者支援 

   １ 避難所における物理的障壁の除去（ユニバーサルデザイン化） 

   ２ 福祉避難所の指定       

３ 災害派遣福祉チームの派遣体制の整備 

 

第23節 ボランティアとの連携 ------------------------------------------------------- 99 

・第１ ボランティア活動の意義 

・第２ ボランティア団体等の把握、登録等 

・第３ ボランティアの連携体制の整備  

   １ 県、市町村からの情報共有 

   ２ コーディネート体制の整備 

   ３ ボランティア活動保険 

   ４ ボランティアの連携体制の構築 

・第４ ボランティアの種類 

 

第24節 危険物施設等災害予防対策 -------------------------------------------------- 100 

・第１ 危険物施設災害予防対策  

   １ 防災体制の確立 

   ２ 事業計画 

   ３ 安全対策の強化 

・第２ 火薬類施設災害予防対策 



 

 

   １ 防災体制の確立 

   ２ 事業計画 

・第３ 高圧ガス施設災害予防対策  

   １ 防災体制の確立 

   ２ 事業計画 

・第４ 毒物・劇物施設災害予防対策 

   １ 防災体制の確立 

   ２ 事業計画 

 

第25節 災害救助基金の積立及び運用 ------------------------------------------------ 101 

・第１ 災害救助基金の概要  

・第２ 災害救助基金の運用 

 

第26節 災害時相互応援協定の締結 -------------------------------------------------- 102 

・第１ 自治体間の相互応援協力  

   １ 都道府県間、知事会の枠組み 

   ２ 市町村間の枠組み 

・第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

   １ 食料、生活必需品等の供給 

   ２ 物流、物資配送等の災害対応業務 

   ３ 徒歩帰宅者への支援 

   ４ 市町村と民間事業者等との協定締結 

・第３ 応援協定の公表  

・第４ 連絡体制の整備 

 

 



 

 

第３章 災害応急対策計画 --------------------------------- 103 
第１節 応急活動体制 -------------------------------------------------------------- 106 

・第１ 災害応急対策の防災行動計画  

   １ 防災行動計画作成の意義 

   ２ 防災行動計画の作成 

   ３ 県の防災行動計画 

・第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 

   １ 県災害対策本部の設置 

   ２ 災害対策地方本部の設置 

   ３ 地方地震対策本部の設置 

   ４ 東京支部の設置 

５ 現地災害対策本部の設置 

   ６ 国の現地対策本部との連絡調整 

   ７ 複合災害発生時の体制 

８ 県災害対策本部組織 

   ９ 本部設置の場所 

   10 記録と文書管理の徹底 

   11 福島県特別警戒本部 

・第３ 市町村の活動体制  

   １ 組織及び配備体制 

   ２ 災害救助法が適用された場合の体制 

・第４ 指定地方行政機関等の活動体制 

   １ 組織等の整備 

   ２ 職員の派遣 

・第５ 防災連絡員の設置 

・第６ 部隊間の調整 

 

第２節 職員の動員配備 ------------------------------------------------------------ 109 

・第１ 配備基準  

・第２ 職員の配備体制  

・第３ 配備人員  

・第４ 動員伝達方法 

・第５ 非常参集等  

・第６ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 

 

第３節 地震災害情報の収集伝達  --------------------------------------------------- 111 

・第１ 地震情報等の受理伝達  

   １ 気象庁の地震情報 

   ２ 地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名 

   ３ 福島県震度情報ネットワークシステムの情報 

・第２ 被害状況等の収集、報告 

   １ 被害調査 



 

 

   ２ 被害状況等の報告方法 

   ３ 現地の状況確認 

   ４ 被害区分別報告系統 

   ５ 報告の種類等 

 

第４節  通信の確保 ---------------------------------------------------------------- 117 

・第１ 通信手段の確保  

   １ 災害時の通信連絡 

   ２ 通信の統制 

   ３ 各種通信施設の利用 

   ４ 災害対策地方本部及び現地災害対策本部が設置された場合の措置 

・第２ 県総合情報通信ネットワークの運用 

   １ 災害時の通信連絡 

   ２ 県総合情報通信ネットワークの運用 

・第３ 市町村における通信の運用  

・第４ 東日本電信電話（株）福島支店の措置 

   １ 加入電話輻轃路の緊急通話の確保 

   ２ 東日本電信電話(株)の無線の運用 

 

第５節 相互応援協力 -------------------------------------------------------------- 118 

・第１ 県と市町村の相互協力  

   １ 県と市町村の相互協力 

   ２ 災害対策基本法に基づく知事の指示等 

   ３ 市町村への情報連絡員（県リエゾン）の派遣体制整備 

・第２ 国に対する応援要請 

   １ 知事の応援職員派遣要請 

   ２ 市町村長の応援職員派遣要請 

   ３ 職員応援派遣要請手続き 

   ４ 応急措置及び災害応急対策の実施要請 

・第３ 緊急消防援助隊の派遣要請 

   １ 市町村長等の応援要請 

   ２ 知事の応援要請 

・第４ 他都道府県に対する応援要請 

   １ 知事の応援要請 

・第５ 県と防災関係機関との事前協議 

   １ 日本赤十字社福島県支部との委託契約 

   ２ 日本放送協会、民間放送局各社及び新聞社との協定 

   ３ 防災関係機関会議の開催 

・第６ 民間事業者との災害時応援協定  

   １ 県における協定 

   ２ 市町村における協定 

・第７ 市町村と公共的団体等との協力 



 

 

・第８ 他の都道府県への応援 

   １ 応援体制 

   ２ 北海道・東北地域への応援 

   ３ ２以外の地域への応援 

・第９ 受援体制の構築 

   １ 県における受援体制 

   ２ 市町村における受援体制 

 

第６節  災害広報 ------------------------------------------------------------------ 120 

・第１ 県の広報活動  

   １ 報道機関、国機関等との連携体制の強化 

   ２ 広報内容 

   ３ 広報の方法 

・第２ 市町村等の広報活動  

   １ 広報する内容 

   ２ 市町村間の協力による広報 

・第３ 防災関係機関の広報活動 

 

第７節 消火活動 ------------------------------------------------------------------ 121 

・第１ 消防本部による消防活動  

１ 災害情報収集活動優先の原則 

２ 避難場所及び避難路確保優先の原則 

３ 重要地域優先の原則 

４ 消火可能地域優先の原則 

５ 市街地火災消防活動優先の原則 

６ 重要対象物優先の原則 

７ 火災現場活動の原則 

・第２ 消防団による活動 

１ 情報収集活動 

２ 出火防止 

３ 消火活動 

４ 救助活動 

５ 避難誘導 

・第３ 県内隣接協定及び統一応援協定による応援  

・第４ 他都道府県への応援要請 

   １ 応援要請の手続き 

   ２ 隣接協定による要請 

   ３ 消防庁長官への派遣要請 

   ４ 広域航空消防応援 

 

第８節 救助・救急  --------------------------------------------------------------- 124 

・第１ 自主防災組織、事業所等による救助活動  



 

 

・第２ 市町村（消防機関を含む）による救助活動 

・第３ 県の業務  

・第４ 消防本部による救助・救急活動  

   １ 救助・救急活動 

   ２ 救助・救急における出動 

   ３ 救助・救急体制の整備 

・第５ 広域的な応援 

 

第９節 自衛隊災害派遣 ------------------------------------------------------------ 125 

・第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲  

   １ 災害派遣要請基準 

   ２ 災害派遣要請の範囲 

・第２ 災害派遣要請 

   １ 災害派遣要請者 

   ２ 災害派遣要請要領 

   ３ 自衛隊の災害派遣隊区及び担当窓口 

・第３ 市町村長の災害派遣要請の要求  

   １ 災害派遣要請の要求 

   ２ 災害派遣要請の要求要領 

・第４ 防災関係機関の災害派遣要請の依頼 

   １ 災害派遣要請の依頼 

   ２ 災害派遣要請の依頼要領 

・第５ 部隊の自主派遣  

   １ 初動における情報収集 

   ２ 災害派遣の自主派遣 

・第６ 自衛隊との連絡  

   １ 情報の交換 

   ２ 連絡班の派遣依頼 

   ３ 連絡班の自主派遣 

・第７ 災害派遣部隊の受入体制 

   １ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

   ２ 作業計画及び資材等の準備 

   ３ 市町村における自衛隊との連絡体制の確立 

   ４ 派遣部隊の受入れ 

・第８ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限  

・第９ 派遣部隊の撤収 

・第10 経費の負担区分 

   １ 県、市町村の負担 

   ２ 部隊の負担 

 

第10節 避難 ---------------------------------------------------------------------- 127 

・第１ 避難指示の発令 



 

 

   １ 避難の実施機関 

   ２ 避難のための指示の内容 

   ３ 避難措置の周知等 

４ 避難指示の解除 

・第２ 警告区域の設定  

   １ 警戒区域の設定権者 

   ２ 指定行政機関等による助言 

   ３ 警戒区域設定の時期及び内容 

   ４ 警戒区域設定の周知 

・第３ 避難の誘導  

   １ 実施機関 

   ２ 避難指示の伝達 

   ３ 避難誘導の方法 

   ４ 避難順位及び携行品の制限 

   ５ 避難経路の情報集約と避難者への提供 

   ６ 避難道路の通行確保 

   ７ 県の業務 

・第４ 避難行動要支援者対策 

   １ 情報伝達体制 

   ２ 避難及び避難誘導 

・第５ 広域的な避難対策  

   １ 県内市町村間の避難調整 

   ２ 県外避難の調整 

   ３ 病院、社会福祉施設等の広域避難 

・第６ 安否情報の提供等 

   １ 照会による安否情報の提供 

   ２ 被害者の同意又は公益上必要が必要と認める場合 

 

第11節 避難所の設置・運営 -------------------------------------------------------- 129 

・第１ 避難所の設置  

   １ 実施機関 

   ２ 市町村長の措置 

   ３ 県の措置 

・第２ 避難所の運営 

   １ 避難所運営の主体 

   ２ 住民の避難先の情報把握 

   ３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 

   ４ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営 

   ５ 要配慮者対策 

   ６ 指定避難所以外の被災者への支援 

 

第12節 医療（助産）救護 ---------------------------------------------------------- 130 



 

 

・第１ 医療機関の被害状況等の収集、把握  

・第２ 医療（助産）救護活動 

   １ 県（健康衛生班） 

   ２ 市町村 

   ３ その他の機関 

・第３ 傷病者等の搬送  

   １ 傷病者搬送の手順 

   ２ 医療スタッフ等の搬送 

・第４ 医療品等の確保  

   １ 県（健康衛生班） 

   ２ 市町村 

・第５ 血液製剤の確保 

・第６ 人工透析の供給確保  

・第７ 広域的救護活動の調整 

 

第13節 道路の確保（道路障害物除去等）--------------------------------------------- 132 

・第１ 優先開通道路の選定  

   １ 優先開通道路の選定基準 

・第２ 資機材の確保  

   １ 県（道路班） 

   ２ 市町村 

   ３ 国土交通省東北地方整備局 

   ４ 東日本高速道路(株) 

・第３ 道路開通作業の実施 

   １ 県（道路班） 

   ２ 市町村 

   ３ 国土交通省東北地方整備局 

   ４ 東日本高速道路(株) 

 

第14節 緊急輸送対策 -------------------------------------------------------------- 134 

・第１ 緊急輸送の範囲  

   １ 災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

   ２ 緊急輸送活動の対象 

   ３ 輸送に当たっての配慮事項 

・第２ 緊急輸送路等の確保  

   １ 緊急輸送路の確保 

   ２ 陸上輸送拠点の確保 

   ３ 緊急支援物資等受入れ港の確保 

   ４ 緊急支援物資等受入れ空港の確保 

   ５ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

・第３ 輸送手段の確保 

   １ 県の確保体制 



 

 

   ２ 市町村の確保体制 

   ３ 防災関係機関の確保体制 

・第４ 緊急輸送路の情報の集約と提供 

 

第15節 災害警備活動及び交通規制措置 ---------------------------------------------- 136 

・第１ 災害警備活動  

   １ 災害警備体制 

   ２ 災害警備活動 

・第２ 交通規制措置  

   １ 被害状況の把握 

   ２ 被害地域への流入抑制と交通規制の実施 

   ３ 交通規制時の車両の運転者の義務 

   ４ 公安委員会、警察官、自衛隊及び消防吏員による措置命令等 

・第３ 海上警備活動等 

 

第16節 防疫及び保健衛生 ---------------------------------------------------------- 137 

・第１ 防疫活動  

   １ 県の業務 

   ２ 市町村の業務 

・第２ 食品衛生監視  

   １ 食品衛生監視班の編成及び派遣 

   ２ 食品衛生監視班の編成及び指揮 

   ３ 食品衛生監視活動内容 

・第３ 栄養指導  

   １ 栄養指導班の編成及び派遣 

   ２ 栄養指導活動内容 

・第４ 保健指導 

・第５ 精神保健活動  

   １ 精神科医療体制の確保 

   ２ 被災者のメンタルヘルスケア 

   ３ 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

・第６ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 

   １ 県（健康衛生総室） 

   ２ 市町村 

・第７ 家庭動物救護対策 

   １ 県（健康衛生総室） 

   ２ 市町村の業務 

 

第17節 廃棄物処理対策 ------------------------------------------------------------ 139 

・第１ 災害廃棄物処理 

   １ 排出量の推計 

   ２ 収集体制の確保 



 

 

   ３ 処理対策 

・第２ し尿処理  

   １ し尿排出量の推計 

   ２ 収集体制の確保 

   ３ 処理対策 

・第３ がれき処理 

   １ がれき発生量の推計 

   ２ 処理体制の確保 

   ３ 処理対策 

・第４ 廃棄物処理施設の確保及び復旧  

   １ 事前対策 

   ２ 復旧対策 

・第５ 応援体制の確保 

 

第18節 救援対策 ------------------------------------------------------------------ 141 

・第１ 給水救援対策 

   １ 飲料水供給の概要 

   ２ 飲料水の応急給水活動 

   ３ 生活用水の確保 

・第２ 食料救援対策  

   １ 対応の概要 

   ２ 調達及び供給 

   ３ 協定に基づく応急物資の調達 

・第３ 生活必需物資等救援対策 

   １ 供給方針 

   ２ 生活必需物資等の範囲 

   ３ 生活必需物資等の調達及び供給 

   ４ 避難者への給与 

・第４ 燃料等の調達・供給対策 

・第５ 支援物資等の支援体制  

・第６ 義援物資及び義援金の受入れ 

   １ 義援物資の受け入れ 

   ２ 義援金の受け入れ 

 

第19節 被災地の応急対策 ---------------------------------------------------------- 143 

・第１ 被災住宅に対する応急措置及び応急復旧の指導・相談 

・第２ 障害物の除去  

   １ 住宅関係障害物の除去 

   ２ 河川における障害物の除去 

   ３ 港湾・漁港の航路等における障害物の除去 

   ４ 除去した障害物の集積 

   ５ 関係機関との連携 



 

 

・第３ 災害相談対策  

   １ 臨時災害相談所の開設 

   ２ 臨時災害相談所の規模等 

   ３ 相談業務の内容 

・第４ 応急金融対策 

   １ 日本銀行福島支店の措置 

 

第20節 応急仮設住宅の供与 -------------------------------------------------------- 144 

・第１ 建設型応急仮設住宅の建設  

   １ 実施機関等 

   ２ 災害救助法による応急仮設住宅の建設 

   ３ 応急仮設住宅の運営管理 

・第２ 賃貸型応急仮設住宅等の提供  

   １ 賃貸型応急仮設住宅の提供 

   ２ 公営住宅等のあっせん 

・第３ 住宅の応急修理 

   １ 実施機関等 

   ２ 実施方法等 

 

第21節 死者の捜索、遺体の処理等 -------------------------------------------------- 145 

・第１ 全般的な事項  

   １ 衛生及び社会心理面への配慮 

   ２ 県内医師会及び歯科医師会との協力体制の整備 

   ３ 広域的な遺体処理体制の整備 

・第２ 遺体の捜索  

   １ 捜索活動 

   ２ 災害救助法適用の場合の捜索活動 

   ３ 市町村以外の機関の対応 

・第３ 遺体の収容  

   １ 遺体の搬送 

   ２ 遺体収容所の設営及び遺体の収容 

   ３ 災害救助法を適用した場合の遺体の処理 

   ４ 警察本部及び福島海上保安部の対応 

・第４ 遺体の火葬・埋葬 

   １ 遺体の火葬実施基準 

   ２ 災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬 

 

第22節 生活関連施設の応急対策 ---------------------------------------------------- 146 

・第１ 上水道施設等応急復旧対策 

   １ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

   ２ 応急復旧のための支援要請 

   ３ 的確な情報伝達・広報活動 



 

 

・第２ 下水道施設等応急対策  

   １ 要員の確保 

   ２ 応急対策用資機材の確保 

   ３ 復旧計画の策定 

   ４ 広報 

・第３ 電力施設等応急対策  

   １ 災害対策組織の設置 

   ２ 人員の確保 

   ３ 応急復旧用資機材の確保等 

   ４ 災害時における広報 

   ５ 被害状況の把握（情報収集） 

   ６ 災害時における危険予防措置 

   ７ 復旧計画等 

   ８ 県の措置 

・第４-１ ガス施設（都市ガス）応急対策 

   １ 災害対策本部 

   ２ 人員の確保 

   ３ 災害時における広報活動 

   ４ 被害状況の把握（情報収集） 

   ５ 災害時における緊急措置 

   ６ 復旧作業等 

・第４-２ ガス施設（簡易ガス）応急対策  

   １ 災害対策本部 

   ２ 人員の確保 

   ３ 災害時における広報活動 

   ４ 被害状況の把握（情報収集） 

   ５ 災害時における緊急措置 

   ６ 復旧計画等 

・第４-３ ガス施設（ＬＰガス）応急対策 

   １ 出動体制 

   ２ （一社）福島県ＬＰガス協会による災害対策本部の設置及び人員の確保 

   ３ 災害時における広報活動 

   ４ 被害状況の把握（情報収集） 

   ５ 復旧計画等 

・第５-１ 鉄道施設（東日本旅客鉄道（株））応急対策 

   １ 災害応急体制の確立 

   ２ 乗客の救援、救護 

・第５-２ 鉄道施設（その他の民有鉄道事業者）応急対策 

・第６ 電気通信施設等応急対策  

   １ 電話（通信）の確保 

   ２ 災害時の応急措置 

・第７ 放送施設等応急対策 



 

 

   １ 基本方針 

   ２ 応急対策 

・第８ 工業用水道施設等応急対策 

   １ 的確な情報伝達・広報活動 

   ２ 要員の確保 

   ３ 応急復旧用資機材の備蓄品の活用と確保 

   ４ 復旧計画の策定 

   ５ 東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定 

 

第23節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策 ---------------------------- 151 

・第１ 道路の応急対策  

   １ 県管理道路の応急対策計画（道路班） 

   ２ 直轄管理の国道の応急対策計画（東北地方整備局） 

   ３ 東北自動車道、磐越自動車道及び常磐自動車道の応急対策計画（東日本高速道路(株)） 

   ４ 主要農道、主要林道応急対策計画（農村整備班、森林林業班） 

   ５ 交通安全施設応急対策計画（警察本部） 

・第２ 河川管理施設等の応急対策  

   １ 河川管理施設及び海岸保全施設応急対策 

   ２ 港湾、漁湾施設応急対策 

   ３ ダム施設応急対策 

   ４ 砂防施設等応急対策 

   ５ ため池施設応急対策 

・第３ 公共建築物等の応急対策 

   １ 基本方針 

   ２ 応急対策 

   ３ 県庁舎等の応急修理 

 

第24節 文教対策 ------------------------------------------------------------------ 157 

・第１ 児童生徒等保護対策  

   １ 学校の対応 

   ２ 教職員の対応、指導基準 

・第２ 応急教育対策  

   １ 応急教育の実施 

   ２ 被害状況の把握及び報告 

   ３ 児童・生徒・教職員の心身の健康に関する実態把握及び対応 

   ４ 教育施設の確保 

   ５ 教員の確保 

   ６ 学用品の確保のための調査 

   ７ 避難所として使用される場合の措置 

   ８ 児童及び生徒のメンタルヘルス対策 

   ９ 入学等の免除 

  １０ 私立学校 



 

 

・第３ 文化財の応急対策 

 

第25節 要配慮者対策 -------------------------------------------------------------- 158 

・第１ 要配慮者に係る対策  

・第２ 社会福祉施設等に係る対策 

・第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

・第４ 妊産婦及び乳幼児に係る対策 

・第５ 児童に係る対策 

   １ 要保護児童の把握 

   ２ 児童のメンタルヘルスケアの確保 

   ３ 児童の保護等のための情報伝達 

・第６ 外国人に係る対策 

   １ 避難誘導 

   ２ 安否確認 

   ３ 情報提供 

   ４ 相談窓口の開設 

 

第26節 ボランティアとの連携 ------------------------------------------------------ 159 

・第１ ボランティア団体等の受入れ  

   １ ボランティアの受入れ 

   ２ 情報提供 

   ３ 活動拠点の提供 

・第２ ボランティア団体等の活動 

・第３ ボランティア活動保険の加入促進 

 

第27節 危険物施設等災害応急対策 -------------------------------------------------- 160 

・第１ 危険物施設応急対策  

   １ 出動体制 

   ２ 人員の確保 

   ３ 被害状況の把握（情報収集） 

   ４ 災害時における緊急措置 

   ５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の対応 

・第２ 火薬類施設応急対策  

   １ 出動体制 

   ２ 人員の確保 

   ３ 被害状況の把握（情報収集） 

   ４ 災害時における緊急措置 

・第３ 高圧ガス施設応急対策 

   １ 出動体制 

   ２ 人員の確保 

   ３ 被害状況の把握（情報収集） 

   ４ 災害時における緊急措置 



 

 

・第４ 毒物劇物施設応急対策 

   １ 出動体制 

   ２ 人員の確保 

   ３ 被害状況の把握（情報収集） 

   ４ 災害時における緊急措置 

 

第28節 災害救助法の適用等 -------------------------------------------------------- 162 

・第１ 災害救助法の適用  

   １ 災害救助法の概要 

   ２ 災害救助法適用における留意点 

・第２ 災害救助法の適用基準  

   １ 適用基準 

   ２ 住家滅失世帯の算定等 

   ３ 大規模な災害における速やかな適用 

   ４ 災害が発生するおそれ段階の適用〔法第２条第２項〕 

・第３ 災害救助法の適用手続き 

   １ 市町村 

   ２ 県 

   ３ 救助の実施状況の記録及び情報提供 

   ４ 特別基準の申請 

・第４ 災害救助法による救助の種類等  

   １ 救助の種類 

   ２ 救助費の繰替支弁 

   ３ 迅速な救助の実施 

・第５ 災害対策基本法に基づく従事命令等 

   １ 従事命令等の発動 

   ２ 公用令書の交付 

   ３ 損害補償等 

 

第29節  被災者生活再建支援法に基づく支援等---------------------------------------- 164 

・第１ 被災者生活再建支援法の適用 

   １ 支援法の対象となる自然災害 

   ２ 支援法の対象となる世帯 

   ３ 支援法の適用手続き 

   ４ 支援金支給の基準 

   ５ 支給申請書等の提出 

・第２ 罹災証明書の交付 

・第３ 被災者台帳の作成 

   １ 被災者台帳に記載する内容 

   ２ 台帳情報の利用及び提供 

 

第 30節  ヘリコプター等による災害応急対応------------------------------------------ 165 



 

 

・第１ 消防防災ヘリコプターの運航方針 

・第２ 消防防災ヘリコプターによる活動 

・第３ 運航管理体制 

・第４ 市町村等の受け入れ体制の整備 

・第５ 県災害対策本部総括班による調整 

・第６ 各防災関係機関ヘリコプター等の活動内容 

・第７ 広域応援要請  

 



 

 

第４章 災害復旧計画 ------------------------------------------------------ 166 

第１節 施設の復旧対策 ------------------------------------------------------------ 167 

・第１ 災害復旧事業計画の作成  

   １ 復旧事業計画の基本方針 

   ２ 災害復旧事業の種類 

・第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

   １ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

   ２ 激甚災害に係わる財政援助措置 

・第３ 激甚災害の指定  

   １ 激甚災害に関する調査 

   ２ 激甚災害指定の促進 

・第４ 災害復旧事業の実施 

 

第２節 被災地の生活安定 ---------------------------------------------------------- 169 

・第１ 義援金の配分  

   １ 義援金の受入れ配分 

   ２ 配分計画 

   ３ 迅速、透明な配分 

・第２ 被災者の生活確保  

   １ 公営住宅の一時使用 

   ２ 職業あっせん計画 

   ３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

   ４ 被災事業主に関する措置 

   ５ 租税の徴収猶予等の措置 

   ６ 郵便関係措置等 

   ７ 生活必需品の安定供給の確保 

・第３ 災害弔慰金の支給  

   １ 対象災害 

   ２ 支給限度額 

・第４ 被災者への融資  

   １ 農林水産業関係 

   ２ 商工関係（中小企業への融資） 

   ３ 住宅関係（住宅金融支援機構による災害復興住宅資金） 

   ４ 福祉関係 

・第５ 地震保険の活用 

 



 

 

第５章 津波災害対策 ------------------------------------- 171 
第１節 津波災害対策の概要--------------------------------------------------------- 172 

・第１ 津波災害対策について  

・第２ 津波被害の想定及び過去の津波被害 

   １ 津波被害の想定 

   ２ 過去の津波被害 

   ３ ｢平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震｣に伴う大津波 

・第３ 想定する津波災害の規模と防災対策の目的 

１ 発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（東日本大震

災クラス） 

   ２ 最大クラスに比べ発生頻度が高く、大きな被害をもたらす津波 

 

第２節 津波災害予防計画----------------------------------------------------------- 175 

・第１ 津波防災知識の普及、防災訓練  

   １ 住民、児童・生徒等への津波防災教育 

   ２ 津波防災訓練の実施 

・第２ 情報伝達体制  

   １ 住民等への情報伝達手段の整備 

   ２ 防災関係機関との情報伝達 

・第３ 津波避難施設等の整備 

   １ 津波監視体制の整備 

   ２ 指定緊急避難場所の整備 

   ３ 避難路の選定 

   ４ 緊急輸送路等の整備 

・第４ 住民等の避難計画  

   １ 津波ハザードマップの作成及び災害危険区域等の指定 

   ２ 津波避難計画の策定 

   ３ その他 

・第５ 津波に強いまちづくり 

   １ 海岸保全施設の整備 

   ２ 防災緑地の整備 

   ３ 海岸防災林の整備 

   ４ 市街地の再整備 

   ５ 施設の安全性の確保 

   ６ その他市町が定める事項 

 

第３節 津波災害応急対策----------------------------------------------------------- 183 

・第１ 災害対策本部体制  

   １ 県災害対策本部の設置 

   ２ 県特別警戒本部の設置 

   ３ 職員の非常配備・参集 

   ４ 地方本部体制 



 

 

   ５ 市町の活動体制 

   ６ 指定地方行政機関等の活動体制 

・第２ 津波警報等の伝達  

   １ 津波警報等の発表 

   ２ 津波警報等の伝達受理 

   ３ 避難指示の発令 

   ４ 住民等への伝達 

・第３ 住民等の避難誘導、交通等の確保 

   １ 住民等の避難誘導 

   ２ 住民等がとるべき避難行動 

   ３ 道路交通の確保 

   ４ その他交通の確保 

・第４ 関係機関の措置及び応急対策 

   １ 被害状況等の収集・報告 

   ２ 消防機関等の活動 

   ３ 県の応急対策 

   ４ その他防災関係機関の応急対策 

   ５ 津波災害廃棄物等の処理 

 

第４節 津波災害復旧・復興 -------------------------------------------------------- 199 

・第１ 津波防災まちづくり  

・第２ その他復旧、復興のための措置

 



 

 

第６章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 -- 200 
第１節 総則 ---------------------------------------------------------------------- 201 

・第１ 推進計画の目的 

・第２ 推進地域 

・第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 
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第１章 総 則 

第１節 計画の目的及び方針 

第１ 計画の目的 

地域防災計画地震･津波災害対策編は、県内の地震災害及び津波災害全般に関して、総合的な対

策を定めたものであり、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の

防災関係機関が、本計画に基づき災害に強い、安全な県土づくりを進めるとともに、相互に緊密

な連携を取りつつ、その有する全機能を有効に発揮し、地震災害及び津波災害が発生した際に的

確な災害応急対策及び復旧対策を実施することにより、県民の生命、身体及び財産を地震災害及

び津波災害から守ることを目的とする。 

 

第２ 計画の位置づけ 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条の規定に基づき、県防災会議が作

成する地域防災計画で、地震災害及び津波災害に関する計画として定めたものであり、国の防災

基本計画、防災業務計画と連携した県の地域に関する計画であるとともに、市町村地域防災計画

の指針となるものである。 

 

国、県、市町村における防災会議と防災計画（地震･津波災害対策編）の位置づけ 

 

      国            福 島 県          市 町 村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法との関係 

 この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成16年法律第27号。以下「日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法」という。）第５条第

２項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域について、日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助

に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の

整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする推進

計画を兼ねるものである。 

中央防災会議 福島県防災会議 市町村防災会議 

防災基本計画 
福島県地域防災計画 

(地震･津波災害対策編) 

市町村地域防災計画 

（震災対策編） 

（地震対策計画等） 

（指定行政機関） 

防災業務計画 
地震防災緊急事業五箇年計画 

地区防災計画 
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２ 津波災害対策に関する法律との関係 

津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）は、津波による災害を防止し、又は

軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び

保全を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図

るため、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における所要の措置、津波災害警戒区域に

おける警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建

築等の制限に関する措置等について定めるもので、平成23年12月に施行された。 

県（関係各総室）及び市町は、この法律による津波防災地域づくりを推進するとともに、津波

災害警戒区域が指定されたときは、市町の地域防災計画に必要な事項を定めるものとする。 

 

第３ 計画の推進と修正 

１ 福島県地震防災地域目標 

県は、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）に基づき実施目標について定めた「福

島県地震防災地域目標」により、地震・津波による被害の軽減に努めるものとする。 

２ 地震防災緊急事業五箇年計画 

県は、地震防災対策の強化を図るため、地震防災対策特別措置法に基づき地震防災上緊急に整

備すべき施設等に関しての地震防災緊急事業五箇年計画を策定し、市町村とともに積極的に事業

の推進を図る。 

３ 計画の推進と修正 

地域防災計画の計画的な推進を図るため、地震防災緊急事業五箇年計画に定められた実施事業

を中心として緊急度の高いものから優先的に事業及び対策を実施する。 

また、災害対策基本法第40条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認められるとき

はこれを修正するものとする。 

 

第４ 計画の周知徹底 

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

るものとする。 

１ 防災教育及び訓練の実施 

このことについては、「一般災害対策編第１章第１節第６ １」を参照するものとする。 

２ 防災広報の徹底 

このことについては、「一般災害対策編第１章第１節第６ ２」を参照するものとする。 

 

第５ 市町村地域防災計画の作成又は修正 

このことについては、「一般災害対策編第１章第１節第７」を参照するものとする。
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第２節 災害対策の基本理念、基本方針及び活動目標 

第１ 災害対策の基本理念 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 基本方針 

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

制を確立し、実施責任を明確にするとともに、災害予防、災害応急対策、災害復旧及びその他必

要な災害対策の基本を定めることにより、災害対策の基本理念に基づく総合的、計画的な地震防

災行政の整備及び推進を図ることを目的としており、計画の樹立及びその推進に当たっては、以

下の事項を基本とする。 

１ 地域自立型防災対策の推進 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ １」を参照するものとする。 

２  広域連携による災害対応力の強化 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ２」を参照するものとする。 

３  災害対策本部の応急対策活動能力の強化 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ３」を参照するものとする。 

４  職員全体の対応能力の強化 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ４」を参照するものとする。 

５  平常時のネットワークを通した災害対応と防災の視点を加えたまちづくり 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ５」を参照するものとする。 

６  男女双方の視点に配慮した防災対策 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ６」を参照するものとする。 

７ 県民運動の展開 

このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ７」を参照するものとする。 

８  感染症対策 

  このことについては、「一般災害対策編第１章第２節第２ ８」を参照するものとする。 

９ 地震・津波被害想定調査結果の反映 

近年における社会経済情勢の変化、東日本大震災及び阪神・淡路大震災の教訓等の反映に努め

るとともに、第４節の第２に掲げる「地震・津波被害の想定」に対応できるように、体制の整備

に努めていく必要がある。 

具体的には、災害対策本部の初動体制、救助・救急活動、消火活動、医療・救護活動等の発生

直後の応急・復旧対策活動、情報伝達体制、物資等の調達体制、広域的な応援協力体制、避難対

策、ボランティアの受入れ体制等に関する新たな知見を踏まえて防災行政を立案していくことが

重要である。 



地震･津波災害対策編 第１章 総則 

第２節 災害対策の基本理念、基本方針及び活動目標 

- 5 - 

 

第３  発災後の時間経過と活動目標 

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

先すべき災害対策活動の目標も段階的に変化する。 

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

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

このため、発災後の時間的な区切り方、各段階での呼び方、活動目標を整理する。 

災害応急対策事項別の時系列行動計画については、第３章第１節において整理している。 

 

発災後の時間経過 段階名 活 動 目 標 

直  後 

即時対応期 

■初動体制の確立 
・対策活動要員の確保（非常参集） 
・対策活動空間と資機材の確保 
・被災情報の収集・解析・対応 

直後～数時間以内 

■生命・安全の確保（瞬時の対応） 
・初期消火、救助・救出、応急医療活動の展開 
・火災延焼の阻止活動、津波・火災延焼に対応し
た住民避難誘導活動等 

・広域的な応援活動の要請 

１日目～３日目 緊急時対応期 

■生命・安全の確保（72時間以内の対応） 
・専門部隊等も加えた本格的な行方不明者の捜索
、救出活動、災害医療等の生命の安全に関わる
対策 

・広域的な協力による火災消火対策活動、地盤崩
壊対策活動等の遂行 

・道路啓開、治安維持に関する対策 
・有毒物・危険物の漏洩対策等の二次災害の防止
関連対策 

・給食、給水、避難所の開設と運営、救援物資等
の調達と配給、生活関連情報提供等代替サービ
スの提供 

４日目～１週間 応急対応期Ⅰ 
■被災者の生活の安定（最低限の生活環境） 
・ライフラインの早期復旧等の社会的なフローの
早急な回復 

１週間～１ヶ月 応急対応期Ⅱ 

■被災者の生活の安定（日常活動環境） 
・通勤・通学手段、就業・就学環境の早急な回復 
・代替ルートの整備等による物流等の経済活動環
境の回復 

１ヶ月～数ヶ月 復旧対応期 

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

数ヶ月以降 復興対応期 

■地域・生活の再建・強化 
・教訓の整理 
・都市復興計画の推進 
・都市機能の回復・強化 
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第３節 福島県の概況と災害要因の変化 

第１ 県土の自然的条件 

１ 位置及び面積 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第１ １」を参照するものとする。 

２ 地勢 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 地質・地形 

(1) 地質 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第１ ３」を参照するものとする。 

(2) 地形 

地形はその形成過程を反映した結果として形成されるものであり、地形が類似している場

合、地盤の性質も類似している場合が多い。国土数値情報等で整備されている地形分類は、地

盤の成因、形態、構成する地質、形成年代がそれぞれの基準の中において等質となるものをま

とめたものであり、地盤の構成と関係が深い。地震動は、地盤の統制により様々な大きさに増

幅されるが、この特性と地形との間に一定の相関関係があることがわかっている。 

つまり、地域の地形を把握することで地震動の危険度を概ね予測することが可能である。 

 

表 地形と災害の関係 

地形区分 

震   害   特   性 

振動災害 液状化災害 地盤崩壊等 

山地・火山地 

・比較的地盤が安定して

おり、安全。 

・危険はない。 ・30度以上の急傾斜地風
化の進展した地域、表
土層が厚く堆積した地
域では非常に危険。 

・火山噴出物が厚く堆積
した斜面や、火山活動
により岩石の変質が進
んだ地域で危険性が非
常に高い。 

丘陵地・台地 

・比較的地盤が安定して

おり、安全。 

・危険性はない。 ・近年、都市近郊の宅地
開発が進み、丘陵の傾
斜地、台地の崖付近に
も住宅が増加、人工の
崖も急増しており、崖
崩れによる被害を生じ
やすい。 

盆  地 

・過去の事例より、本地
形の端部等において大
きな被害が出たとの報
告もある。 

・河川沿い、湖沼付近、
地下水位の高い所では
危険性あり。 

・比高の大きい自然堤防
、砂堆・砂州の縁部で
は、崩壊や陥没、亀裂
の発生可能性がある。 
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低地 

扇状地低地 

・一般に砂礫からなる硬
地盤で、比較的安全。 

・末端（扇端）は粒子が
細かく砂礫層も薄く、
下部に軟弱層があり、
危険性は高い。 

・地下水位の高い所や末
端部では危険。 

・比高の大きい自然堤防
、砂堆・砂州の縁部で
は、崩壊や陥没、亀裂
の発生可能性がある。 

三角州性低

地 

・危険性が高い。 ・水路沿い等砂質の多い
三角州、砂丘の背後、
砂堆、砂州の縁辺部の
海岸平野では危険。 

・危険性は低い。 

 

 

自然堤防・

砂州 

・砂･礫からなり、低地
の一般面に比べて安全
。 

・軟弱地盤上に粗粒砂が
薄く堆積している場合
、危険。 

・地表付近に砂質土が堆
積している所は危険。 

・周辺部の地下水位が高
い場所は危険。 

・比高の大きい自然堤防
、砂堆・砂州の縁部で
は、崩壊や陥没、亀裂
の発生可能性がある。 

 

 出所）各種資料より作成 

 

本県の微地形区分図（形態（起伏）・成因・形成過程・構成物質・表層の含水状況などによ

って地形的特徴を表した図）については以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）「福島県地震・津波被害想定調査報告書 令和４年11月」 
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第２ 本県の社会的条件 

１ 県土構造 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第２ １」を参照するものとする。 

２ 人口 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第２ ２」を参照するものとする。  

３ 土地利用 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 交通 

このことについては、「一般災害対策編第１章第３節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 本県における社会的災害要因の変化 

災害、特に地震災害は、地形、地質、地盤等の自然的条件に起因するもののほか、都市への人

口の集中と農山村部の過疎化、高齢化の進行や都市機能の集中、建築物の状況等の社会的条件の

変化によってもたらされる災害が同時複合的に発生することが特徴である。 

社会的災害要因として、主に次のような点が大きな影響を与えると思われる。 

まず第１は、地域間の人口分布の変化である。都市部への人口の集中による都市化の急速な進

展により、現在、本県では都市部に全人口の約65％が集中している。都市部への人口集中に伴っ

た農山村部の過疎化と高齢化の進展により、都市部では高齢化比率（65歳以上人口が全人口に占

める割合）が20～25%程度であるのに対して、農村部では35～50％となっている。 

このために、災害時には都市部に被災者が集中して、かつ増大する可能性が非常に高い。さら

に、農山村部では災害応急活動を行うためのマンパワーが不足する可能性が非常に高くなってい

る。 

また、国際化に伴う外国人の増大や高齢者の増加等、いわゆる要配慮者の増大についても配慮

しなければならない。 

第２には、通勤・通学や買物行動等の日常活動範囲の拡大による夜間と昼間時の人口分布の変

化である。昼間時には市街地中心部に人口が集中し、住宅地等の周辺部では夜間に比べ極めて人

口が少なくなるという傾向がある。本県では大都市圏ほどは昼夜間人口格差が大きくないもの

の、部分的にはその格差の大きな地域も存在する。このため、昼間に発災した場合は、市街地中

心部に人口が集中しているために、市街地中心部に被害が集中する可能性が非常に高くなる一方

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

る。 

第３は、人々の生活様式の変化により、電力、ガス、水道、下水道、電話等のライフライン施

設への依存度が高まっていることである。これらの施設は、災害により被害を受けるとその復旧

に時間を要するばかりか、二次災害発生の危険性も含んでいる。 

また、行政機関においてもこれらの施設の依存度は高く、場合によっては、初動体制への影響

も考えられる。 

第４は、コミュニティ意識の低下である。本県においては、他地域と比べて低下の度合は小さ

いが、徐々に低下の傾向が見られる。災害による被害を最小限にくい止めるためには、「自らの

身の安全は自ら守る」という県民一人ひとりの防災意識の向上とともに、自主防災組織の育成等

の地域における防災体制の整備充実が欠かせないものである。 

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

害の様相も多様化するものと考えられるが、現状ではこうした新しい災害要因への対応は、決し
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て満足できる状態にあるとはいえない。したがって、こうした条件変化に最大限の努力を払うと

同時に、地道な基礎的、科学的調査や防災意識の普及活動を不断に続けていくことが必要であ

る。 

 

市町村毎の高齢者比率 

市町村コード 市町村名 
高齢者比率 

(%) 
市町村コード 市町村名 

高齢者比率 

(%) 市町村コード 市町村名 
高齢者比率 

(%) 

07201 

07202 

07203 

07204 

07205 

07207 

07208 

07209 

07210 

07211 

07212 

07213 

07214 

07301 

07303 

07308 

07322 

07342 

07344 

07362 

福島市 

会津若松市 

郡山市 

いわき市 

白河市 

須賀川市 

喜多方市 

相馬市 

二本松市 

田村市 

南相馬市 

伊達市 

本宮市 

桑折町 

国見町 

川俣町 

大玉村 

鏡石町 

天栄村 

下郷町 

32.1 

33.4 

28.9 

33.3 

32.4 

31.0 

38.7 

33.5 

37.1 

39.5 

39.0 

37.9 

29.8 

38.4 

44.3 

45.6 

28.8 

29.1 

40.8 

 49.2 

07364 

07367 

07368 

07402 

07405 

07407 

07408 

07421 

07422 

07423 

07444 

07445 

07446 

07447 

07461 

07464 

07465 

07466 

07481 

07482 

檜枝岐村 

只見町 

南会津町 

北塩原村 

西会津町 

磐梯町 

猪苗代町 

会津坂下町 

湯川村 

柳津町 

三島町 

金山町 

昭和村 

会津美里町 

西郷村 

泉崎村 

中島村 

矢吹町 

棚倉町 

矢祭町 

41.2 

49.2 

45.0 

41.9 

50.8 

40.0 

42.6 

39.4 

36.2 

48.0 

55.9 

60.8 

56.2 

43.4 

26.9 

35.1 

33.7 

33.1 

34.6 

43.2 

07484 

07485 

07501 

07502 

07503 

07504 

07505 

07521 

07522 

07541 

07542 

07543 

07544 

07545 

07546 

07547 

07548 

07561 

07564 

塙町 

鮫川村 

石川町 

玉川村 

平田村 

浅川町 

古殿町 

三春町 

小野町 

広野町 

楢葉町 

富岡町 

川内村 

大熊町 

双葉町 

浪江町 

葛尾村 

新地町 

飯舘村 

42.0 

43.6 

39.9 

34.9 

40.1 

37.5 

44.0 

37.9 

40.2 

35.1 

37.9 

- 

56.1 

- 

- 

- 

39.0 

35.8 

- 

出所）福島県現住人口調査月報（令和６年６月１日現在） 

※ 富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町については、人口（男女の内数を含む）または世帯数の推計値にマイナス

となる項目があるため、基礎となる令和２年国勢調査の際、原子力災害による避難指示区域であったため、算出

されていない。また、飯舘村については、年齢（３区分）別人口にマイナスとなる項目があるため、「-」表示

としている。 

 

表 将来の本県の高齢者比率 

  2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 

高齢者比率 65歳以上 31.7 34.2 36.1 37.7 40.3 42.5 44.2 

生産年齢人口比率 15～64歳 59.3 56.3 54.1 52.4 50.9 48.4 46.6 

年少人口比率 14歳以下 11.3 10.3 9.4 8.9 8.7 8.5 8.2 

出所）国立社会保障・人口問題研究所推計値（2023年12月推計） 
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第４節 福島県の地震災害と地震・津波被害想定調査 

第１ 既往の地震災害と本県における地震発生特性 

地震は、発生の仕組みからみると、大きく分けて二つのタイプにまとめられる。プレートがぶ

つかりあうプレート境界で発生する海溝型地震と、プレート内部の活断層がずれることによって

発生する内陸の直下の地震の二つである。 

１ 直下の地震（内陸部の断層の破壊によって発生する地震） 

(1) 活断層分布特性 

福島県内の顕著な活断層は、阿武隈高地東縁部、福島盆地西縁部、会津盆地西縁部及び東縁

部に認められる。 

阿武隈高地東縁部にある双葉断層は、すでに先第四紀に形成された断層帯の一部が再活動し

たもので、この辺りには断層線に沿ってしばしば河川、山脚の横ずれ変位が認められる。 

福島盆地西縁部の活断層は、盆地西縁丘陵と盆地床との地形境界に位置しており、古くから

盆地形成に関与したものとして注目されていた。これらの断層の活動によって、扇状地面や河

岸段丘面は、切断・変形され、断層崖や低断層崖が形成されている。 

会津盆地西縁部では、丘陵を構成する鮮新～更新世の地層は一様に東側（盆地側）に急傾斜

しており、まれに逆転するところがある。この付近の断層の活動に伴って、丘陵基部に発達す

る小扇状地や河岸段丘は切断・変形しており、低断層崖やとう曲崖が明瞭である。東縁部は断

層がほぼ南北方向に延びており、断層の東側が西側に対して相対的に隆起する逆断層である。 

この４つの断層以外に、南会津地域には大内－倉村断層が存在する。この断層の西側の山地

は、東側より300m高く、地質的にも西側には先第三紀基盤岩が露出するが、東側にはそれがな

く湖成層等が発達する。さらに、栃木県北部には、活動度の高い関谷断層が福島県との県境ま

で伸びていることが推定されている。宮城県南部には、白石断層が確認されており、この断層

の活動により1956年の白石地震（Ｍ６．０）が発生したといわれている。 

(2) 地震発生履歴 

ア 1611年（慶長16年）９月（会津地方）Ｍ６．９ 

会津地方に強い地震があり、特に河沼、大沼、南会津の３郡で被害が多かった。会津若松

城をはじめ、神社仏閣の堂塔倒壊・大破多く、民家も多く潰れ又は大破し（２万余戸）、死

者3,700名余りとなった。日橋川、大川などがせき止められ、耶麻郡山崎・慶徳付近では、1

6平方キロメートルほどの山崎湖が出現した。 

イ 1659年（万治２年）４月（会津地方） 

会津地方で大地震があり39名が死亡し、家屋409戸が倒壊した。 

ウ 1821年（文政４年）12月（大沼郡） Ｍ＝５．５～６．０ 

大沼郡大石村の狭い範囲に強震。130戸壊れ、大小破300余、死若干。 

２ 海溝型地震（プレート境界部を震源として発生する地震） 

(1) 本県沖における地震発生特性 

海溝型地震はプレート活動に起因し、プレート境界部で発生する。本県沖は太平洋プレート

の沈み込み部であるために、比較的地震発生頻度の高い地域であるといえる。また、隣接する

他県沖にもプレート境界が連続しているために、本県沖以外で地震が発生した場合でも被害を

受ける可能性がある。 

(2) 地震発生履歴 
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ア 1677年（延宝５年）11月（磐城地方） Ｍ≒８．０ 

磐城地方に強い地震があり、500余名が死亡した。また、午後８時ごろ小名浜に地震があ

り、家屋1,000余戸が流出し、80余名が溺死した。 

イ 1696年（元禄９年）６月（磐城地方） 強震地域－磐城小名浜 

磐城地方に強い地震があり、小名浜に高潮が発生。この地震と高潮のため、2,450名が死

亡した。 

ウ 1793年（寛政５年）２月（陸前・陸中・磐城、震源は宮城県沖）Ｍ＝８．０～８．４ 

余震が多く、相馬では10ヶ月も続いた。また、津波は相馬・いわきで発生しており、この

地震による人的被害は相馬で死者８名、矢祭で死者３名となっている。 

エ 1938年（昭和13年）５月 塩屋崎沖地震 Ｍ＝７．０ 

県下全域に強震があり、家屋や土蔵の壁にはく離や亀裂250ヶ所、煙突の倒壊や折損箇

所、橋や堤防の亀裂６ヶ所等の被害があった。 

オ 1938年（昭和13年）11月 福島県東方沖地震 Ｍ＝７．５ 

県下地域に強い地震があった。震源は塩屋崎の東北東約70kmの沖合で、県内の被害は死者

１名、負傷者９名、住家全壊４、半壊29戸、非住家全壊16棟、半壊42棟となっている。 

また、同日にＭ＝７．３、翌日にＭ＝７．４の強い余震を観測している。 

カ 1964年（昭和39年）６月 新潟地震 Ｍ＝７．５ 

16日午後１時1分ごろ、県下全域に震度４～５の強い地震があった。このため、会津坂下

町、喜多方市周辺に多くの被害を出し、県内では、負傷者12名、住家全壊８棟、住家半壊６

棟、一部破損83棟、非住家被害86棟、道路破損15ヶ所、山・崖崩れ17ヶ所等の被害があっ

た。 

キ 1978年（昭和53年）６月 宮城県沖地震 Ｍ＝７．４ 

12日午後５時14分ごろ地震があり、福島が震度５、若松、小名浜、白河が震度４であっ

た。国見町で死者１名、負傷者19名を出し、重傷者は福島市、桑折町で計３名報告されてい

る。住家全壊は福島市で５棟、相馬市で１棟報告されており、福島県内では計800強の住家

が何らかの被害を受けている。そのほか、道路破壊９、山（崖）崩れ26等の被害も発生して

いる。 

ク 2005年（平成17年）８月 宮城県沖の地震 Ｍ＝７．２ 

16日午前11時46分ごろ地震があり、国見町などで震度５強、福島、白河、小名浜が震度

４、若松が震度３であった。福島県内で負傷者５名が発生した。 

ケ 2011年(平成23年)3月 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） Ｍｗ＝９．０ 

11日午後2時46分頃、三陸沖を震源とした地震があり、県内全域で大きな揺れが発生し、

１１市町村で最大震度６強を観測した。浜通り沿岸が大津波に襲われ、沿岸を中心に大きな

被害が発生した。（災害の詳細は３のとおり） 

また、４月１１日には浜通りを震源として余震と思われるＭ＝７．０の地震が発生し、い

わき市、古殿町、中島村で震度６弱を観測した。 

３ 東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波（東日本大震災）の発生 

(1) 地震、津波の被害 

平成２３年３月１１日１４時４６分、三陸沖を震源としたモーメントマグニチュード９．０

という国内観測史上最大の地震により、浜通り沿岸全域が津波被害に襲われ、中通りにおいて

も建物や灌漑ダム等への被害が生じた。また長期間にわたって余震が続き、死者・行方不明者

合わせて3,400名以上という、本県の歴史上類を見ない大災害となった。 
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なお、福島県から茨城県にかけての陸域において、引き続き余震が発生している。 

(2) 原子力災害の誘発 

津波により東京電力(株)福島第一原子力発電所の冷却系統に支障が発生し、炉心溶融により

放射性物質が漏洩する国内最悪の原子力災害が発生した。周辺地域は警戒区域に指定され、１

６万人以上の住民が他地域への避難を余儀なくされた。 

 

東日本大震災の規模、被害の概要 

（平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1790報）令和4年12月14日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

発生日時 平成23年３月11日 14時46分 

震源 三陸沖（震源の深さ24km） 

規模 モーメントマグニチュード９．０ 

県内の観測震度 

震度６強：白河市、須賀川市、国見町、天栄村、富岡町、大熊町、浪江町、
鏡石町、楢葉町、双葉町、新地町 

震度６弱：福島市、二本松市、本宮市、郡山市、桑折町、川俣町、西郷村、
矢吹町、中島村、玉川村、小野町、棚倉町、伊達市、広野町、浅
川町、田村市、いわき市、川内村、飯舘村、相馬市、南相馬市、
猪苗代町 

震度５強：大玉村、泉崎村、矢祭町、平田村、石川町、三春町、葛尾村、古
殿町、会津若松市、会津坂下町、喜多方市、湯川村、会津美里
町、磐梯町 

津波規模 
計測値：相馬港９．３ｍ以上※、小名浜港333cm 
（※観測施設が津波により被害を受けたため、データを入手できない期間が
あり、後続の波でさらに高くなった可能性がある） 

人的被害 

死者：4,166名（直接死1,605名、関連死2,335名、死亡届等226名） 
行方不明者：0名 
重傷者：20名 
軽傷者：163名 

建物被害 

住家全壊：15,469棟 
住家半壊：83,323棟 
住家一部損壊：141,057棟 
住家床上浸水：1,061棟 
住家床下浸水：351棟 
公共建物被害：1,010棟 
その他建物被害：36,882棟 

消防職員出動延

べ人数 

消防職員：5,706人 消防団員：43,776人 
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東北地方太平洋沖地震の推計震度分布図（気象庁HP（平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地

震 ～The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake～）の推計震度分布図を加工して

作成） 
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本県及び周辺の活断層と被害地震（～2007年）（出典：地震調査研究推進本部） 
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福島県及び周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震の発生確率 

地震 

マグニチュード 

（Ｍj） 

地震発生確率 

（30年以内） 

海溝型地震 

日
本
海
溝
沿
い 

超巨大地震 

（東北地方太平洋沖型） 
9.0程度 ほぼ0% 

宮城県沖 7.9程度 20%程度 

 

ひとまわり小さい 

プレート間地震 
7.0～7.5程度 90%程度 

 
宮城県沖の陸寄りの地震 

（宮城県沖地震） 
7.4前後 70%～90% 

福島県沖 7.0～7.5程度 50%程度 

茨城県沖 7.0～7.5程度 80%程度 

海溝寄りのプレート間地震（津波地震等） Ｍｔ8.6～9.0 30%程度 

沈み込んだプレート内の地震 7.0～7.5程度 60%～70% 

海溝軸外側 8.2前後 7% 

日
本
海
東
縁
部 

山形県沖 7.7前後 ほぼ0% 

新潟県北部沖 7.5前後 ほぼ0% 

内陸の活断層で発生する地震 

福島盆地西縁断層帯 7.8程度 ほぼ0% 

長井盆地西縁断層帯 7.7程度 0.02%以下 

双葉断層 6.8－7.5程度 ほぼ0% 

会津盆地西縁・東

縁断層帯 
会津盆地西縁断層帯 7.4程度 ほぼ0% 
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会津盆地東縁断層帯 7.7程度 ほぼ0%～0.02% 

月岡断層帯 7.3程度 ほぼ0%～1% 

長岡平野西縁断層帯 8.0程度 2%以下 

関谷断層 7.5程度 ほぼ0% 

十日町断層帯 

西部 7.4程度 3%以上 

東部 7.0程度 0.4%～0.7% 

六日町断層帯 

北部（ケース１） 

7.1程度 

0.4%～0.9% 

北部（ケース２） ほぼ0% 

南部 7.3程度 ほぼ0%～0.01% 

地震調査研究推進本部ホームページより（算定基準日：2024年1月1日） 
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本県に影響を及ぼした地震の震央分布（令和５年まで） 
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福島県に影響を及ぼした地震 

 

Mw9.0 
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第２ 地震・津波被害の想定 

１ 地震・津波被害想定調査の実施 

地震・津波による被害を最小限に抑えるためには、想定地震を設定し、事前に被害の程度を予

測し、これに基づき、予防対策、応急対策など震災対策を立案することが重要である。 

このような考え方から、本県においては、平成７年度から３カ年を通じて地震・津波被害想定

調査を実施した。 

その後、平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえ、同年６月に中央

防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」では、今後

の地震・津波の想定に当たり、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討

して行くべきであること、一度想定した地震・津波についても、最新の科学的知見を取り入れて

適宜見直すこと、そして地域ごとに地震・津波の想定を早急に検討すべきであることを提言とし

て示した。 

平成７年度から実施した調査から約25年が経過し、本県の人口分布や建物分布状況、インフラ

の整備状況が変わってきており、特に、浜通りの沿岸では、東日本大震災の津波被害や復興、そ

して福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域などによる変化が大きくなっている。 

こうした状況を背景に、最新の科学的知見や手法及び近年国内で発生した地震における課題や

教訓を反映したうえで、令和元年度から４カ年にわたり新たな地震・津波被害想定調査を実施し

た。 

まず、建物や人口などの社会条件、３次元地盤構造の検討や土砂災害警戒区域等の自然条件の

調査を行った。その後、設定した想定地震に基づく地震動や液状化、急傾斜地崩壊、津波浸水域

などの自然災害の予測を行い、建物被害や人的被害などの被害予測を行った。 

この調査の実施にあたっては、学識経験者から構成される検討委員会を設置し、その指導と助

言のもとに必要事項の検討を行った。 

２ 津波浸水想定区域図等調査の実施 

津波の浸水による被害を最小限に抑えるためには、津波の影響により浸水する可能性のある地

域や予測浸水深を予測し、避難計画を立案するとともに、津波ハザードマップを作成し、住民等

に周知することが重要である。 

このような考え方から、本県においては、「津波浸水想定調査」を実施し、平成31年３月に公

表した。この調査においては、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する「最

大クラスの津波」の津波レベルを想定してシミュレーションを行った。 

この調査結果は、市町村に提供し、津波ハザードマップ作成の推進に活用するとともに、ホー

ムページに掲載し、県民等に情報提供を行っている。 
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３ 想定地震の設定 

本計画の前提となる想定地震は、以下の４種類とする。 

想定地震の概要 

地    震    名 マグニチュード 

① 福島盆地西縁断層帯を震源とする地震 
Ｍｊ７．８ 

Ｍｗ７．１ 

② 会津盆地東縁断層帯を震源とする地震 
Ｍｊ７．７ 

Ｍｗ７．０ 

③ 想定東北地方太平洋沖地震 
Ｍｊ９．０ 

Ｍｗ９．０ 

④ 各市町村直下の地震 
Ｍｊ７．３ 

Ｍｗ６．８ 

※マグニチュードについて 

活断層の地震のマグニチュードは、断層の長さから気象庁マグニチュード（Ｍｊ）を算出し

ています。モーメントマグニチュード（Ｍｗ）は、その断層の長さを用いて震源（波源）断層

モデルを作成して求めています。 

想定東北地方太平洋沖地震のモーメントマグニチュード（Ｍｗ）は、震源（波源）断層の規

模を設定し、求めています。 

マグニチュード（Ｍｊ）は地震計で観測される波の振幅から計算されますが、規模の大きな

地震になると岩盤のずれの規模を正確に表せません。これに対してモーメントマグニチュード

は物理的な意味が明確で、大きな地震に対しても有効です。 
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福島盆地西縁断層帯を震源とする地震及び会津盆地東縁断層帯を震源とする地震については、

地震調査研究推進本部の全国地震動予測地図のうち震源断層を特定した地震動予測地図で設定さ

れた震源モデルのうち、地震が発生した場合に影響が大きい震源モデルを設定した。 

 

福島盆地西縁断層帯を震源とする地震及び会津盆地東縁断層帯を震源とする地震の震源位置図 
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想定東北地方太平洋沖地震については、現在の構造物や人口分布の状態で、地震の再来による

被害の状況を求めるために設定し、実際に県内外で観測された震度を収集し、地震・津波被害想

定調査で作成した地盤モデルの状況を加味して、地表の震度分布を求めた。津波については、津

波浸水想定による最悪の状況を考慮した津波シミュレーション結果を用いた。 

 

平成23年東北地方太平洋沖地震の観測震度 
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各市町村直下の地震は、地震・津波被害想定調査時の近年に発生した内陸の被害地震の多く

が、地表断層が不明瞭な場所で発生していることから、どこで起きてもおかしくない地震とし

て、市役所や役場の直下に仮想の地震を設定した。 

 

市町村直下の地震の震源モデルの例 

 

会津地方は会津盆地東縁断層帯、中通り地方は福島盆地西縁断層帯、浜通り地方は双葉断層の

震源断層モデルを参考に設定した。 
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４ 定量被害想定結果の概要 

(1) 各想定地震の定量被害想定結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津盆地東縁
断層帯の地震

福島盆地西縁
断層帯の地震

想定東北地方
太平洋沖地震

冬 棟 634 564 4,233

夏 棟 634 564 4,233

冬 棟 23,312 19,107 14,069

夏 棟 10,232 19,104 13,918

冬 棟 33 12 113

夏 棟 35 12 113

冬 棟 4,965

夏 棟 4,965

冬 5時 棟 2,813 5,477 1,388

夏12時 棟 5,061 6,525 4,411

冬18時 棟 11,991 13,936 8,591

冬 5時 棟 26,792 25,159 24,768

夏12時 棟 15,962 26,204 27,640

冬18時 棟 35,970 33,618 31,971

冬 5時 人 1,448 1,240 764

夏12時 人 248 517 327

冬18時 人 1,086 918 588

冬 5時 人 18 16 41

夏12時 人 14 13 30

冬18時 人 14 12 31

冬 5時 人 4 1 11

夏12時 人 1 1 5

冬18時 人 2 1 8

冬 5時 人 746

夏12時 人 751

冬18時 人 796

冬 5時 人 151 230 55

夏12時 人 174 232 114

冬18時 人 535 516 259

冬 5時 人 * * *

夏12時 人 * * *

冬18時 人 * * *

冬 5時 人 1,602 1,471 1,577

夏12時 人 423 749 1,197

冬18時 人 1,624 1,434 1,651

冬 5時 人 7,520 9,494 13,756

夏12時 人 10,673 7,702 10,633

冬18時 人 7,474 7,206 10,534

冬 5時 人 374 346 947

夏12時 人 299 277 751

冬18時 人 285 264 720

冬 5時 人 5 2 14

夏12時 人 2 1 6

冬18時 人 3 1 10

冬 5時 人 152

夏12時 人 124

冬18時 人 155

冬 5時 人 1,199 2,019 527

夏12時 人 2,177 2,817 1,568

冬18時 人 6,425 6,702 3,575

冬 5時 人 * * *

夏12時 人 * * 1

冬18時 人 1 1 2

冬 5時 人 8,724 11,515 14,449

夏12時 人 12,852 10,520 12,332
冬18時 人 13,904 13,910 14,276

うち屋内収容物等

うち屋内収容物等

大
項
目

小項目
季節
時刻

負傷者数　計

ブロック塀・自動販売機の転倒、
屋外落下物による被害

火災による被害

津波による被害

土砂災害による被害

人
的
被
害
（

負
傷
者
数
）

建物倒壊による被害

死者数　計

ブロック塀・自動販売機の転倒、
屋外落下物による被害

火災による被害

津波による被害

土砂災害による被害
人
的
被
害
（

死
者
数
）

建物倒壊による被害

建物全壊・焼失棟数　計

火災による焼失被害

津波による全壊被害

土砂災害による全壊被害

揺れによる全壊被害

液状化による全壊被害

建
物
被
害
（

全
壊
）

地震名

単位
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※ 「*」はわずかという意味である。 

※ 「計」と記載がある項目について、表中の数量は集計結果を切り上げているため、合計が合わない場合がある。 

※ 避難者数は、被災当日の人数を掲載している。 

※ 停電率とは、電力供給人口に対する停電人口の割合を指す。 

※ 断水率とは、供給人口に対する断水人口の割合を指す。 

※ 機能支障率とは、下水道の処理人口に対する機能支障人口の割合を指す。 

※ 供給停止率とは、都市ガスの需要家数に対する供給停止戸数の割合を指す。 

※ 不通回線率とは、固定電話の回線数に対する不通回線数の割合を指す。 

※ ライフライン被害（電力、上水道、下水道、都市ガス、通信（固定電話））については、被災直後の被害状況を示している。 

会津盆地東縁
断層帯の地震

福島盆地西縁
断層帯の地震

想定東北地方
太平洋沖地震

冬 5時 人 2,191 1,821 1,200

夏12時 人 2,188 1,229 1,007

冬18時 人 1,883 1,300 947

冬 5時 人 66 63 164

夏12時 人 53 50 132

冬18時 人 51 48 126

冬 5時 人 2 1 7

夏12時 人 1 * 3

冬18時 人 2 1 5

冬 5時 人 78

夏12時 人 64

冬18時 人 80

冬 5時 人 480 808 211

夏12時 人 872 1,128 628

冬18時 人 2,574 2,684 1,432

冬 5時 人 * * *

夏12時 人 * * *

冬18時 人 * * 1

冬 5時 人 2,673 2,630 1,497

夏12時 人 3,061 2,358 1,703

冬18時 人 4,459 3,985 2,464

避難所 人 27,315 28,970 66,517

避難所外 人 18,210 19,313 37,773

人 45,525 48,283 104,290

避難所 人 17,644 29,722 66,455

避難所外 人 11,762 19,814 37,948

人 29,406 49,536 104,402

避難所 人 33,953 32,236 71,324

避難所外 人 22,635 21,490 41,107

人 56,588 53,726 112,431

冬 5時 トン 3,589.90 3,628,113 6,196,792

夏12時 トン 3,763,636 3,709,092 6,430,480

冬18時 トン 4,299,325 4,281,859 8,561,123

トン 2,446,829

人 384,066 405,544 1,257,825

（％） 19.7 20.8 64.4

人 218,971 257,383 672,405

（％） 11.2 13.2 34.4

人 166,591 166,146 374,792

（％） 8.5 8.5 19.2

戸 16,932 42,913 151,456

（％） 8.6 21.7 76.5

回線 66,517 70,919 220,876

（％） 19 20.3 63.1

箇所 56 101 205

箇所 19

箇所 329 460 986
箇所 24

緊急輸送道路

鉄道（在来線等）

津波堆積物

電力

上水道

下水道

都市ガス

通信（固定電話）

避難者

避難者　計

避難者　計

冬 5時

夏12時

冬18時

（不通回線率）

被害箇所数（揺れ）

被害箇所数（津波）

被害箇所数（揺れ）

被害箇所数（津波）

人
的
被
害
（

負
傷
者
の
う
ち
重
傷
者
数
）

生
活
支
障
等

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
被
害

交
通
施
設

被
害

（断水率）

機能支障人口

（機能支障率）

供給停止戸数

（供給停止率）

不通回線数

火災による被害

ブロック塀・自動販売機の転倒、
屋外落下物による被害

重傷者数　計

停電人口

（停電率）

断水人口

避難者

避難者

災害廃棄物

避難者　計

単位

地震名

建物倒壊による被害

うち屋内収容物等

土砂災害による被害

津波による被害

大
項
目

小項目
季節
時刻
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市町村直下の地震の揺れに対する建物被害（単位：棟） 
 

全壊棟数 全壊率 半壊棟数 半壊率 全壊棟数 全壊率 半壊棟数 半壊率

福島市 172,872 17,313 10.0% 33,725 19.5% 17,313 10.0% 33,725 19.5%

会津若松市 66,411 1,761 2.7% 3,631 5.5% 5,317 8.0% 6,798 10.2%
郡山市 202,513 19,433 9.6% 36,004 17.8% 19,433 9.6% 36,004 17.8%
いわき市 207,888 24,537 11.8% 36,795 17.7% 24,537 11.8% 36,795 17.7%
白河市 41,595 3,050 7.3% 7,557 18.2% 3,050 7.3% 7,557 18.2%
須賀川市 49,363 3,642 7.4% 9,303 18.8% 3,642 7.4% 9,303 18.8%
喜多方市 52,638 2,282 4.3% 3,854 7.3% 6,551 12.4% 6,594 12.5%
相馬市 27,306 4,330 15.9% 5,690 20.8% 4,330 15.9% 5,690 20.8%
二本松市 57,384 3,926 6.8% 10,809 18.8% 3,926 6.8% 10,809 18.8%
田村市 53,068 3,628 6.8% 10,720 20.2% 3,628 6.8% 10,720 20.2%
南相馬市 51,922 4,668 9.0% 10,938 21.1% 4,668 9.0% 10,938 21.1%
伊達市 58,286 6,074 10.4% 13,757 23.6% 6,074 10.4% 13,757 23.6%
本宮市 23,100 1,755 7.6% 4,580 19.8% 1,755 7.6% 4,580 19.8%
桑折町 9,939 2,253 22.7% 2,448 24.6% 2,253 22.7% 2,448 24.6%
国見町 8,813 1,621 18.4% 2,183 24.8% 1,621 18.4% 2,183 24.8%
川俣町 17,303 1,924 11.1% 4,261 24.6% 1,924 11.1% 4,261 24.6%
大玉村 8,547 715 8.4% 1,902 22.2% 715 8.4% 1,902 22.2%
鏡石町 7,557 1,017 13.5% 1,609 21.3% 1,017 13.5% 1,609 21.3%
天栄村 6,626 385 5.8% 956 14.4% 385 5.8% 956 14.4%
下郷町 7,022 131 1.9% 348 5.0% 454 6.5% 708 10.1%
檜枝岐村 791 6 0.8% 20 2.5% 27 3.4% 54 6.9%
只見町 5,655 50 0.9% 157 2.8% 188 3.3% 368 6.5%
南会津町 24,142 628 2.6% 943 3.9% 1,573 6.5% 1,582 6.6%
北塩原村 2,163 13 0.6% 40 1.8% 41 1.9% 84 3.9%
西会津町 10,524 406 3.9% 754 7.2% 1,205 11.4% 1,378 13.1%
磐梯町 4,375 126 2.9% 260 5.9% 406 9.3% 479 10.9%
猪苗代町 16,650 803 4.8% 1,242 7.5% 2,067 12.4% 2,022 12.1%
会津坂下町 10,121 1,182 11.7% 1,199 11.8% 2,552 25.2% 1,529 15.1%
湯川村 1,685 212 12.6% 218 12.9% 447 26.5% 262 15.6%
柳津町 4,717 119 2.5% 277 5.9% 431 9.1% 575 12.2%
三島町 2,435 42 1.7% 121 5.0% 183 7.5% 296 12.2%
金山町 3,651 70 1.9% 158 4.3% 239 6.6% 338 9.3%
昭和村 2,425 42 1.7% 115 4.7% 163 6.7% 258 10.6%
会津美里町 24,137 914 3.8% 1,719 7.1% 3,016 12.5% 3,252 13.5%
西郷村 12,911 596 4.6% 1,907 14.8% 596 4.6% 1,907 14.8%
泉崎村 4,237 418 9.9% 863 20.4% 418 9.9% 863 20.4%
中島村 3,572 637 17.8% 820 22.9% 637 17.8% 820 22.9%
矢吹町 11,511 2,001 17.4% 2,614 22.7% 2,001 17.4% 2,614 22.7%
棚倉町 11,944 1,077 9.0% 2,581 21.6% 1,077 9.0% 2,581 21.6%
矢祭町 6,203 353 5.7% 1,368 22.1% 353 5.7% 1,368 22.1%
塙町 8,816 850 9.6% 2,048 23.2% 850 9.6% 2,048 23.2%
鮫川村 3,604 332 9.2% 989 27.5% 332 9.2% 989 27.5%
石川町 17,374 2,157 12.4% 5,039 29.0% 2,157 12.4% 5,039 29.0%
玉川村 6,127 698 11.4% 1,377 22.5% 698 11.4% 1,377 22.5%
平田村 8,058 835 10.4% 2,126 26.4% 835 10.4% 2,126 26.4%
浅川町 5,965 924 15.5% 1,603 26.9% 924 15.5% 1,603 26.9%
古殿町 7,619 576 7.6% 1,990 26.1% 576 7.6% 1,990 26.1%
三春町 17,940 1,622 9.0% 4,222 23.5% 1,622 9.0% 4,222 23.5%
小野町 11,174 947 8.5% 2,928 26.2% 947 8.5% 2,928 26.2%
広野町 3,611 327 9.1% 688 19.0% 327 9.1% 688 19.0%
楢葉町 4,515 197 4.4% 558 12.4% 197 4.4% 558 12.4%
富岡町 5,190 468 9.0% 837 16.1% 468 9.0% 837 16.1%
川内村 3,260 237 7.3% 732 22.5% 237 7.3% 732 22.5%
大熊町 6,360 412 6.5% 1,068 16.8% 412 6.5% 1,068 16.8%
双葉町 4,518 1,011 22.4% 1,138 25.2% 1,011 22.4% 1,138 25.2%
浪江町 8,578 1,258 14.7% 1,618 18.9% 1,258 14.7% 1,618 18.9%
葛尾村 1,187 62 5.2% 171 14.4% 62 5.2% 171 14.4%
新地町 6,813 691 10.1% 1,567 23.0% 691 10.1% 1,567 23.0%
飯舘村 4,977 260 5.2% 974 19.6% 260 5.2% 974 19.6%

市区町村名
建物棟

数

夏 冬
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市町村直下の地震の揺れの建物被害による人的被害想定結果（冬） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者
福島市 1,110 9,087 1,794 463 7,251 1,170 821 6,852 1,266
会津若松市 335 2,041 500 141 3,036 510 251 2,019 416
郡山市 1,200 9,947 1,997 514 8,614 1,403 910 7,884 1,467
いわき市 1,520 10,063 2,297 661 8,918 1,652 1,173 8,139 1,720
白河市 194 1,793 292 81 1,549 227 144 1,402 220
須賀川市 233 2,189 350 97 1,890 274 173 1,705 263
喜多方市 418 2,207 612 176 3,007 551 312 2,088 485
相馬市 270 1,596 388 117 1,462 275 207 1,294 288
二本松市 254 2,462 373 106 1,922 260 188 1,849 269
田村市 228 2,557 366 95 2,115 285 169 1,957 274
南相馬市 239 2,141 351 112 1,764 261 199 1,735 280
伊達市 397 3,255 563 166 2,668 390 294 2,479 405
本宮市 104 1,031 158 47 918 135 83 838 128
桑折町 146 798 215 61 727 141 108 632 152
国見町 104 642 154 44 575 105 77 504 110
川俣町 122 1,002 181 51 835 131 90 769 132
大玉村 45 413 64 19 344 50 35 324 49
鏡石町 63 434 96 27 417 73 47 356 72
天栄村 24 226 37 10 231 34 18 187 29
下郷町 27 197 44 12 231 32 21 176 33
檜枝岐村 2 12 2 1 13 2 1 10 2
只見町 11 90 17 5 114 15 9 84 14
南会津町 99 534 149 41 820 161 74 535 127
北塩原村 2 20 4 1 33 4 2 21 3
西会津町 76 423 109 32 655 119 57 426 93
磐梯町 26 149 38 11 167 27 19 130 28
猪苗代町 124 665 189 54 1,066 213 95 692 166
会津坂下町 161 699 245 67 1,040 250 120 689 203
湯川村 27 123 44 12 197 47 20 126 37
柳津町 26 158 37 11 182 27 20 140 28
三島町 12 73 15 5 61 8 9 57 10
金山町 15 91 21 6 96 15 11 77 16
昭和村 10 65 14 4 78 10 8 59 11
会津美里町 197 1,012 269 82 1,140 193 146 874 196
西郷村 34 408 55 15 370 51 26 332 45
泉崎村 26 203 39 11 177 28 20 164 29
中島村 41 242 59 17 227 41 31 195 43
矢吹町 123 736 179 54 681 125 95 602 133
棚倉町 64 564 92 29 484 71 51 455 72
矢祭町 23 259 31 9 186 23 17 189 23
塙町 53 419 70 23 282 40 42 313 50
鮫川村 19 172 25 8 118 16 14 124 18
石川町 138 1,163 197 58 916 141 103 878 144
玉川村 43 346 66 19 299 47 33 274 49
平田村 53 506 81 22 397 56 39 383 59
浅川町 60 410 84 25 319 52 45 308 59
古殿町 36 387 50 15 294 39 27 289 38
三春町 101 991 155 43 882 124 76 788 119
小野町 57 616 85 25 521 72 44 489 68
広野町 20 164 30 9 142 21 15 131 22
楢葉町 8 89 13 4 82 11 7 82 12
富岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川内村 12 127 17 5 93 12 9 94 13
大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葛尾村 1 6 1 0 5 1 0 5 1
新地町 38 334 57 17 317 50 31 285 47
飯舘村 0 4 0 0 3 0 0 3 0

市町村名
5時 12時 18時
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市町村直下の地震の揺れの建物被害による人的被害想定結果（夏） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者
福島市 1,110 9,087 1,794 463 7,251 1,170 821 6,852 1,266
会津若松市 99 956 175 42 2,845 453 74 1,417 236
郡山市 1,200 9,947 1,997 514 8,614 1,403 910 7,884 1,467
いわき市 1,520 10,063 2,297 661 8,918 1,652 1,173 8,139 1,720
白河市 194 1,793 292 81 1,549 227 144 1,402 220
須賀川市 233 2,189 350 97 1,890 274 173 1,705 263
喜多方市 134 1,077 223 56 2,809 483 100 1,464 270
相馬市 270 1,596 388 117 1,462 275 207 1,294 288
二本松市 254 2,462 373 106 1,922 260 188 1,849 269
田村市 228 2,557 366 95 2,115 285 169 1,957 274
南相馬市 239 2,141 351 112 1,764 261 199 1,735 280
伊達市 397 3,255 563 166 2,668 390 294 2,479 405
本宮市 104 1,031 158 47 918 135 83 838 128
桑折町 146 798 215 61 727 141 108 632 152
国見町 104 642 154 44 575 105 77 504 110
川俣町 122 1,002 181 51 835 131 90 769 132
大玉村 45 413 64 19 344 50 35 324 49
鏡石町 63 434 96 27 417 73 47 356 72
天栄村 24 226 37 10 231 34 18 187 29
下郷町 7 80 12 3 210 27 5 110 15
檜枝岐村 0 4 1 0 11 1 0 6 1
只見町 3 35 5 1 104 13 2 52 7
南会津町 36 277 62 15 775 146 27 394 79
北塩原村 1 8 1 0 31 4 0 15 2
西会津町 24 207 40 10 617 107 18 307 55
磐梯町 7 66 12 3 153 23 5 84 14
猪苗代町 44 347 77 19 1,008 193 33 510 103
会津坂下町 69 418 116 29 991 227 52 534 133
湯川村 12 75 21 5 188 43 9 100 25
柳津町 7 66 11 3 165 22 5 88 13
三島町 3 27 4 1 53 6 2 31 4
金山町 4 38 6 2 87 12 3 48 7
昭和村 2 26 4 1 71 9 2 37 5
会津美里町 57 456 87 24 1,043 162 42 570 96
西郷村 34 408 55 15 370 51 26 332 45
泉崎村 26 203 39 11 177 28 20 164 29
中島村 41 242 59 17 227 41 31 195 43
矢吹町 123 736 179 54 681 125 95 602 133
棚倉町 64 564 92 29 484 71 51 455 72
矢祭町 23 259 31 9 186 23 17 189 23
塙町 53 419 70 23 282 40 42 313 50
鮫川村 19 172 25 8 118 16 14 124 18
石川町 138 1,163 197 58 916 141 103 878 144
玉川村 43 346 66 19 299 47 33 274 49
平田村 53 506 81 22 397 56 39 383 59
浅川町 60 410 84 25 319 52 45 308 59
古殿町 36 387 50 15 294 39 27 289 38
三春町 101 991 155 43 882 124 76 788 119
小野町 57 616 85 25 521 72 44 489 68
広野町 20 164 30 9 142 21 15 131 22
楢葉町 8 89 13 4 82 11 7 82 12
富岡町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川内村 12 127 17 5 93 12 9 94 13
大熊町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双葉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浪江町 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葛尾村 1 6 1 0 5 1 0 5 1
新地町 38 334 57 17 317 50 31 285 47
飯舘村 0 4 0 0 3 0 0 3 0

12時 18時
市町村名

5時
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(2) 震度分布図（市町村直下の地震は省略） 

 
福島盆地西縁断層帯を震源とする地震の震度分布 
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会津盆地東縁断層帯を震源とする地震の震度分布 

想定東北地方太平洋沖地震の震度分布 
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５ 想定地震別の地震被害発生の特性 

「３ 想定地震の設定」において設定した想定地震が発生すると仮定した場合には、以下に示

すような特性を有する地震被害の発生が想定される（市町村直下の地震は省略）。 

(1) 福島盆地西縁断層帯を震源とする地震 

ア 建物被害、人的被害 

建物被害は冬18時で揺れによって19,107棟の建物が全壊、35,876棟の建物が半壊すると見

込まれる。全壊棟数の約7割が福島市の被害で、被害は県北に集中している。人的被害は冬5

時で1,471人の死者、約11,515人の負傷者（うち重傷者2,630人）の発生が見込まれる。多く

が福島市で発生するが、伊達市や桑折町、国見町でも死傷者が見込まれる。 

ブロック塀等による死傷者はわずか、屋内収容物等による死者・重傷者は冬5時で79人だ

が、負傷者は346人発生すると想定される。 

イ 火災による被害 

冬18時では、福島市で52件、桑折町で8件、伊達市で7件、国見町で4件、全県では74件の火

災が発生（発災直後だけではなく数日後の出火も含む）する。炎上した火災のうち一部は消

防機関や消防団の活動により消火、あるいは自然鎮火するが、全県で45件の火災が残り、延

焼火災に発展する。 

ウ ライフライン被害 

電力は、発災直後に約41万人が停電の影響を受けるが、被災1日後には約17万人、被災1週

間後に約4千3百人まで停電の影響を受ける人口は減少する。 

上水道は、発災直後に約26万人が断水の影響を受ける。断水の影響を受ける人口は被災1日

後には約25万人、被災1週間後に約18万人と減少し、被災1か月後に約3万9千人となるが依然

として上水道の全県の復旧には期間を要する。 

下水道は、発災直後に約17万人が機能支障の影響を受ける。機能支障の影響を受ける人口

は被災1日後には約14万人、被災1週間後に約6万4千人と減少し、被災1か月後に約9千2百人と

なるが依然として下水道の全県の復旧には期間を要する。 

都市ガスは、福島市が全域で供給停止となる以外は概ね被害はない。供給停止は1か月以上

継続する。 

LPガスは、都市ガスほどの規模ではないが、福島市の被害箇所数が最も多く、次いで郡山

市や伊達市などでも被害が発生し、被害総数としては、約6,800箇所と想定される。ただし、

LPガスは点検後に、利用を再開できるケースも多く、都市ガスに比べると復旧は早い。 

通信は、桑折町、国見町で回線がほぼ全域不通、福島市では約9割、伊達市でも約8割が不

通となる事態が発災直後に発生する。1日後には桑折町や国見町のほかは通信状況が大きく改

善し、1週間後にはほぼ不通回線は解消する。 

エ 避難者 

冬18時発災では、被災1日後に53,726人（うち、避難所避難者は32,236人）の避難者が見込

まれる。多くが福島市で発生するが、伊達市や桑折町、国見町でも数千人の避難者が見込ま

れる。 

1週間後には停電や断水の継続によって避難者が増加し、85,402人（うち、避難所避難者は

42,701人）となる。1か月後には避難所避難者は減少（16,129人）するものの、依然避難者全

体では53,764人もの県民が避難生活を余儀なくされる。 

オ 廃棄物 

福島市を中心に県全体で4,281,859トン（冬18時）の災害廃棄物の発生が見込まれる。 
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カ 重要文化財 

震度が6強以上となる文化財は7棟となった。また延焼の危険性がある文化財も数棟見込ま

れる。 

(2) 会津盆地東縁断層帯を震源とする地震 

ア 建物被害、人的被害 

建物被害は冬18時で揺れによって23,312棟の建物が全壊、21,325棟の建物が半壊すると見

込まれる。全壊棟数の約6割が会津若松市の被害であるが、被害は会津地方にとどまらず中通

り（特に県中）にも及んでいる。人的被害は冬18時で1,624人の死者、約13,904人の負傷者

（うち重傷者4,459人）の発生が見込まれる。多くが会津若松市で発生するが、喜多方市や下

郷町、磐梯町、猪苗代町、会津美里町でも多数の死傷者が見込まれる。 

ブロック塀等による死傷者はわずか、屋内収容物等による死者・重傷者は冬5時で84人だ

が、負傷者は374人発生すると想定される。 

イ 火災による被害 

冬18時では、会津若松市で71件、猪苗代町で12件、喜多方市で9件、磐梯町で7件の出火が

発生するなど、全県で122件の火災が発生（発災直後だけではなく数日後の出火も含む）す

る。一部は消防機関や消防団の活動により消火、あるいは自然鎮火するが、会津若松市で58

件、猪苗代町で10件、喜多方市で5件、磐梯町で6件、全県で90件の火災が残り、延焼火災に

発展する。 

ウ ライフライン被害 

電力は、発災直後に約38万人が停電の影響を受けるが、被災1日後には約16万人、被災1週

間後に約8千9百人まで停電の影響を受ける人口は減少する。 

上水道は、発災直後に約22万人が断水の影響を受ける。断水の影響を受ける人口は被災1日

後には約21万人、被災1週間後に約17万人と減少し、被災1か月後に約5万7千人となるが依然

として上水道の全県の復旧には期間を要する。 

下水道は、発災直後に約17万人が機能支障の影響を受ける。機能支障の影響を受ける人口

は被災1日後には約14万人、被災1週間後に約8万5千人と減少し、被災1か月後に約1万7千人と

なるが依然として下水道の全県の復旧には期間を要する。 

都市ガスは、会津若松市が全域で供給停止となる以外は概ね被害はない。供給停止は1か月

以上継続する。 

LPガスは、都市ガスほどの規模ではないが、会津若松市の被害箇所数が最も多く、次いで

郡山市や喜多方市の被害が多くなり、被害総数としては、約9,000箇所と想定される。ただ

し、LPガスは点検後に、利用を再開できるケースも多く、都市ガスに比べると復旧は早い。 

通信は、会津若松市や下郷町、磐梯町、猪苗代町、湯川村などで回線がほぼ全域不通とな

る事態が発災直後に発生する。1日後には会津若松市や磐梯町、湯川村のほかは通信状況が大

きく改善し、1週間後にはほぼ不通回線は解消する。 

エ 避難者 

冬18時発災では、被災1日後に56,588人（うち、避難所避難者は33,953人）の避難者が見込

まれる。多くが会津若松市で発生するが、郡山市や喜多方市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下

町、湯川村、会津美里町でも千人を超える避難者が見込まれる。 

1週間後には停電や断水の継続によって避難者が増加し、84,765人（うち、避難所避難者は

42,383人）となる。1か月後には避難所避難者は減少（17,508人）するものの、依然避難者全

体では58,359人もの県民が避難生活を余儀なくされる。 
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オ 廃棄物 

会津若松市を中心に県全体で4,299,325トン（冬18時）の災害廃棄物の発生が見込まれる。 

カ 重要文化財 

震度が6強以上となる文化財は17棟となった。また延焼の危険性がある文化財も数棟見込ま

れる。 

(3) 想定東北地方太平洋沖地震 

ア 建物被害、人的被害 

建物被害は冬18時で揺れによって14,069棟の建物が全壊、71,714棟の建物が半壊すると見

込まれる。全壊棟数の約3割が郡山市の被害であるが、被害はほぼ県全域に及んでいる。ま

た、揺れ以外に津波被害が発生する。人的被害は冬18時で1,651人の死者、14,276人の負傷者

（うち重傷者2,464人）の発生が見込まれる。多くがいわき市で発生するが、相馬市や南相馬

市のほか沿岸部で津波による死傷者が多数発生するほか、内陸部の市町村においても広域に

被害は発生すると予測されている。 

ブロック塀等による死傷者はわずか、屋内収容物等による死者は冬5時で41人だが、屋内収

容物等による負傷者は郡山市やいわき市で多く発生し、947人、重傷者は164人にのぼる。 

津波では、4,965棟の全壊、6,576棟の半壊が想定され、人的被害が最大となる冬18時で

は、796人の死者、155人の負傷者（うち、80人の重傷者）の発生が予測され、ほとんどはい

わき市での被害が見込まれている。 

イ 火災による被害 

冬18時では、郡山市で31件、いわき市で21件、須賀川市で11件、福島市で6件となるほか、

半数近くの市町村で1件以上の出火が発生する。全県で120件の火災が発生（発災直後だけで

はなく数日後の出火も含む）し、一部は消防機関や消防団の活動により消火、あるいは自然

鎮火するが、郡山市で15件、いわき市で6件、須賀川市で7件、白河市、国見町等で2件、全県

で45件の火災が残り、延焼火災に発展する。 

ウ ライフライン被害 

電力は、発災直後に125万人以上もの人が停電の影響を受けるが、被災1日後には約36万

人、被災1週間後には約1万7千人まで停電の影響を受ける人口は減少する。被災1か月後でも

依然として約1万3千人が停電の影響を受けると見込まれており、広域で被災する地震である

ことから影響の長期化も避けられない。 

上水道は、発災直後に約67万人が断水の影響を受ける。断水の影響を受ける人口は被災1日

後には約63万人、被災1週間後に約43万人と減少し、被災1か月後に約11万人となるが、電力

被害同様に、被害が広域に及び他の地震と比較して一層上水道の全県の復旧には期間を要す

る。 

下水道は、発災直後に約37万人が機能支障の影響を受ける。機能支障の影響を受ける人口

は被災1日後には約31万人、被災1週間後に約14万人と減少し、被災1か月後に約7万1千人とな

るが、電力被害同様に、被害が広域に及び他の地震と比較して一層下水道の全県の復旧には

期間を要する。 

都市ガスは、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、本宮市、西郷村で全域が供給停止

となる以外は概ね被害はない。供給停止は1か月以上継続する。 

LPガスは、都市ガスほどの規模ではないが、郡山市、いわき市、福島市、会津若松市で1,0

00箇所を超える被害が発生するほか、県内広域に被害が発生し、被害総数としては、約17,00

0箇所と想定される。ただし、LPガスは点検後に、利用を再開できるケースも多く、都市ガス
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に比べると復旧は早い。 

通信は、郡山市や須賀川市、桑折町、国見町、鏡石町、西郷村、楢葉町、新地町で不通回

線率8割を超えるなど通信被害は県内広域に及ぶ。被災1か月後も若干の被災箇所は残り、完

全復旧まで数か月を要す可能性もある。 

エ 避難者 

冬18時発災では、被災1日後に112,431人（うち、避難所避難者は71,324人）の避難者が見

込まれる。いわき市で59,809人と県内最大の避難者が発生するほか、郡山市でも21,040人の

避難者が発生すると見込まれる。県内広域にわたって避難者が発生すると見込まれる。 

1週間後には停電や断水の継続によって避難者が増加し、155,053人（うち、避難所避難者

は83,277人）となる。1か月後には避難所避難者は減少（38,084人）するものの、依然避難者

全体では126,946人もの県民が避難生活を余儀なくされる。 

また津波によって、21箇所の避難所が浸水深1cm以上の浸水、16箇所の避難所が50cm以上

（床上浸水に相当）の浸水被害を受ける。 

オ 廃棄物 

いわき市や郡山市を中心に8,561,123トン（冬18時）の災害廃棄物の発生、南相馬市や相馬

市を中心に2,446,829トン（冬18時）の津波堆積物の発生が見込まれる。 

カ 重要文化財 

震度が6強以上となる文化財は3棟となった。また延焼の危険性がある文化財も数棟見込ま

れる。津波の浸水の影響は1棟見込まれる。 

 

第３ 想定調査成果及び過去の経験の活用 

第２に示した「地震・津波被害の想定」の成果及び東日本大震災の経験を、県地域防災計画地

震･津波災害対策編へ反映させる等、地震災害及び津波災害対策の立案に活用するととともに、市

町村における地震災害及び津波災害対策の検討及び県民の防災意識の向上への活用を図る。 

１ 県地域防災計画地震･津波災害対策編等震災対策立案への活用 

地震・津波被害想定調査は、本県の地域防災計画地震･津波災害対策編へ反映させる等、地震災

害及び津波災害対策の立案に活用する。具体的な検討内容としては、次のものが挙げられる。 

① 防災基本方針と具体的な被害軽減目標の検討 

被害想定結果を踏まえて、すべての震災対策の拠り所とすべき基本方針を示し、中長期的な

被害軽減目標量を具体的に設定する。 

② 被害軽減目標の達成に向けた、予防対策や応急対策上の具体的な戦略・戦術と施策優先順位

の検討 

例えば、定量的な被害量及び対策活動需要量の想定に基づく各種対策活動要員・資機材の配

備や緊急必要物資の備蓄・調達等の数量的な整備目標の設定等を行う。 

③ 災害フェーズに対応した人的・物的資源の効果的な投入方策の検討 

発災直後から時系列で起こり得る被害連鎖の様相や対策活動別の活動支障想定等のシナリオ

被害想定の検討成果を踏まえ、被害連鎖の鎖を断ち切るための、限られた人的・物的資源の効

果的な投入方策を検討する。 

２ 市町村における地震災害及び津波災害対策の検討 

市町村においては、地震・津波被害想定調査の結果を踏まえて、地震災害及び津波災害対策の

検討、市町村地域防災計画の見直し及び防災アセスメント調査の反映等に活用する。 
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３ 東日本大震災の経験を踏まえた対策 

東日本大震災は、これまで本県が想定してきた地震、津波規模を遙かに上回る災害規模であ

り、学術的に想定できなかった連動型地震による災害であった。このときの教訓を踏まえて、あ

らゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波の被害想定を基に、県、市町村及び防災

関係機関は、人的被害を最小限に食い止めるための対策を策定する必要がある。 

４ 県民防災意識の向上 

地震・津波被害想定調査結果及び東日本大震災の経験を踏まえた防災対策について、広く普

及、啓発を図り、本県の地震・津波被害発生の可能性に関する県民の意識を深め、防災意識の向

上を図るものとする。 
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第５節 調査研究推進体制の充実 

第１ 県による調査研究体制 

１ 活断層調査の推進 

来るべき地震発生に備えた震災予防対策、応急対策及び復旧対策を立案するに当たっては、い

つ、どこで、どの程度の地震が発生するのか等の地震発生環境を、科学的な手法に基づき調査研

究し、予測することが重要である。特に、阪神・淡路大震災では、活断層の分布が地震被害の大

きさと密接に関係していることが再確認され、活断層の位置や活動特性を正確に把握することの

重要性が明らかとなった。 

このような考え方から、本県においては、平成８年度から13年度まで、福島盆地西縁断層帯、

双葉断層、会津盆地西縁断層帯の詳細な調査を実施したところである。 

この調査は、活断層が存在していると考えられる場所を直接掘削するなどして、過去の活動履

歴、最新の活動時期、発生周期、起こりうる地震の規模等を調査・分析して、今後の活動予測を

行い、震災対策の検討に活かすことを目的としている。 

２ 災害素因情報の蓄積と利用環境の整備 

地盤特性の震害との間に深い関係があることは、古くから多くの調査研究により示されてき

た。震源から同じ距離にある地域でも、地盤特性の違いにより、被害の程度が大きく異なること

は、阪神・淡路大震災をはじめ過去の地震災害でも確認されている。つまり、地域の地盤特性を

正確に把握しておけば、地震発生時の被害分布の様相がある程度想定できるとも考えられ、各地

の地盤情報をできる限り正確に調査・把握し、活用可能な形で整理することは、震災対策を検討

する上で非常に重要な作業といえる。 

本県では、平成７年度から９年度までの３カ年で地震・津波被害想定調査を実施した。この調

査では、福島全県を市街地は概ね500m四方、その他の地域は概ね１km四方のメッシュ地区に区分

して、メッシュ区分ごとの地盤特性を、ボーリングデータの収集・整理に基づき数値情報として

データベース化している。なお、令和元年から見直し調査に着手しており、調査完了後は調査結

果を各種防災計画へ反映するほか、調査結果を住民に啓発するなど、防災意識の向上に努めてい

くことが必要である。 

３ 防災情報システムの研究・整備 

このことについては、「一般災害対策編第１章第４節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 市町村による調査研究体制 

１ 防災アセスメントの実施 

県で実施した被害想定は、県内を500mないし１km四方のメッシュ地区に分割したマクロ被害想

定である。市町村は、生活者と密着した被災地における防災の第一次的な責任を有する基礎的自

治体であり、このマクロ被害想定だけでは十分とはいえない。市町村における具体的な被害軽減

施策や対策活動等の検討に結びつけるためには、より詳細な地質・地盤特性や建物分布状況等に

注目した検討が必要となる。 

このため各市町村においては、県による被害想定調査を前提としつつ、より地域の特性に注目

した災害誘因・素因の分析及び評価等の防災アセスメントの実施を図る必要がある。 

２ 災害素因情報の蓄積と活用環境の整備 

このことについては、「一般災害対策編第１章第４節第２ ２」を参照するものとする。 
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第３ 自主防災組織等地域における取組 

このことについては、「一般災害対策編第１章第４節第３」を参照するものとする。 

一方で、東日本大震災においては、津波に対して「いち早く逃げる」ことの重要性が浮き彫り

となった。限られた時間の中で全ての住民に対して避難を周知することは困難であるため、地域

において避難の在り方について十分に議論し、理解を深める必要がある。 
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第６節 防災関係機関の実施責任と処理すべき業務の大綱 

第１ 防災関係機関の実施責任 

１ 県 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第１ １」を参照するものとする。 

２ 市町村 

  このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 指定地方行政機関 

  このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第１ ４」を参照するものとする。 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

  このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第１ ５」を参照するものとする。 

 

第２ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 県 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ １」を参照するものとする。 

２ 市町村 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 指定地方行政機関 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 自衛隊 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 指定公共機関 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ５」を参照するものとする。 

６ 指定地方公共機関 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ６」を参照するものとする。 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

このことについては、「一般災害対策編第１章第５節第２ ７」を参照するものとする。 
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第７節 住民等の責務 

第１ 住民の責務 

このことについては、「一般災害対策編第１章第６節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資等の供給を業とする者の責務 

このことについては、「一般災害対策編第１章第６節第２」を参照するものとする。
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第８節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

第１ 整備計画 

１ 整備すべき施設等 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震や「本章第４節第２ ３」の地震から県土並びに県民の生

命、身体及び財産を保護するため、地震防災上緊急に整備すべき次の施設等については、地震防

災対策特別措置法に基づく地震防災緊急事業五箇年計画及び日本海溝・千島海溝地震対策特別措

置法を踏まえ、計画的に整備を図るとともに、施設の高台への移転の促進を図るものとする。 

(1) 避難場所 

(2) 避難経路 

(3) 消防用施設 

(4) 消防活動を確保するための道路 

(5) 緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設、港湾施設、漁港施設 

(6) 共同溝等 

(7) 地震防災上改築又は補強を要する医療機関 

(8) 地震防災上改築又は補強を要する社会福祉施設 

(8の2)地震防災上改築又は補強を要する公立の幼稚園 

(9) 地震防災上改築又は補強を要する公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育

学校の前期課程 

(10) 地震防災上改築又は補強を要する公立の特別支援学校 

(11) (7)から(10)まで掲げるもののほか、地震防災上補強を要する公的建造物 

(12) 津波発生時における円滑な避難確保のための海岸保全施設、河川管理施設 

(13) 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、ため池 

(14) 地域防災拠点施設 

(15) 防災行政無線設備 

(16) 地震災害時における飲料水、電源確保のための設備等 

(17) 地震災害時において必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

(18) 地震災害時における応急救護設備又は資機材 

(19) 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

(20) その他地震防災上緊急に整備すべき施設 

２ 施設等の整備にあたり留意すべき事項 

(1) 避難場所 

最大規模の津波にも対応できる避難場所として、指定行政機関及び地方公共団体の庁舎等や

民間施設を含む津波避難ビル等の適切な指定を行う。 

また、積雪寒冷地においては、必要に応じて、屋内空間を備えた避難場所の整備を行う。 

地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的被害の発生が懸念さ

れる地域において避難場所等を検討する場合には、必要に応じて、延焼被害軽減対策等に取り

組む。 

(2) 避難経路 

積雪寒冷地においては、必要に応じて、積雪等に配慮した避難経路の整備を行う。 
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(3) その他 

施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備等の順序

及び方法について考慮する。 

積雪寒冷地特有の課題や、沿岸地特有の地理的条件についても配慮する。 
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担当部署の記載について 

○ 県の災害対応について 

・ 災害対策本部が設置される場合 

県では、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、災害応急対策を円滑に実施

するため、設置基準に基づいて災害対策本部を設置し災害応急対応を実施する。 

災害対策本部には、各部局から派遣された職員で構成する災害対策本部事務局各班と、平時

の各部局・総室体制を基礎とする災害対策本部 部・班が存在し、災害対策本部事務局各班と

災害対策本部 部・班が連携して災害応急対応を実施するものとする。 

 

 

・ 災害対策本部が設置されない場合 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合においても、その災害や被害の規模等に応じて、

警戒配備、特別警戒配備、特別警戒本部体制など、災害対策本部を設置せずに災害応急対応を

実施することがあり、その場合は災害対策本部 部・班の基礎となる各部局・総室において、

平時の所掌事務に関係する災害応急対応を実施することとする。 

 
○ 担当部署の記載について 

・ 第２章の担当部署の記載について 

第２章災害予防計画では、県のそれぞれの業務について、平時から対応しており災害予防対

策の主体となる部署を明記した。 

ただし、明記した部署が中心となって災害予防対策を進めることとなるが、その他の部署に

おいても、関係する業務について積極的に災害予防対策に取り組むこととする。

※ 災害対策本部は設置されていないの

で、災害対策本部 部・班としてではな

く、その基礎となる各部局・総室として

対応する。 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災組織の整備・充実 

【災害発生時の対応については第３章 第１節 応急活動体制 

 及び 第２節 職員の動員配備を参照】 

 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、県、市町村及び防災関係機関は、防災体制を整備し

、広域的な応援も含めた防災関係機関相互の連携を強化するとともに、地域全体の防災力の向上に結

びつく自主防災組織等の整備を促進して、防災組織体制の万全を期す。 

 

第１ 県の防災組織 

１ 福島県防災会議 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第１ １」を参照するものとする。 

２ 福島県災害対策本部 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 福島県水防本部 

   このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 福島県石油コンビナート等防災本部 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第１ ４」を参照するものとする。 

 

第２ 市町村の防災組織 

市町村は、関係法令及び条例等に基づき、次の防災組織を設置する。 

１ 市町村防災会議 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第２ １」を参照するものとする。 

２ 市町村災害対策本部 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 水防管理団体（市町村） 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ 防災関係機関の防災組織 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 自主防災組織 

１ 設置の目的 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第４ １」を参照するものとする。 

２ 組織編成 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第４ ２」を参照するものとする。 
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第５ 応援協力体制の整備 

１ 県と市町村の相互協力 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ １」を参照するものとする。 

２ 他都道府県との相互応援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 福島県受援応援計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ３」を参照するものとする。 

４ 県内市町村間の相互応援及び県外市町村との相互応援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ４」を参照するものとする。。 

５ 国への応援の要求等 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ５」を参照するものとする。 

６ 県内防災関係機関の相互応援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ６」を参照するものとする。 

７ 消防の相互応援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ７」を参照するものとする。 

８ 指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県からの職員派遣要請に対応するための資料整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ８」を参照するものとする。 

９ 経費負担 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ ９」を参照するものとする。 

10 民間協力計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第５ １０」を参照するものとする。 

 

 

第６ 県と自衛隊との連携体制 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第６」を参照するものとする。 

 

第７ その他の防災組織 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第７」を参照するものとする。 

 

第８ 公的機関等の業務継続性の確保 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第８」を参照するものとする。 

 

第９ 県の各部局における平常時からの業務 

県（「知事部局及びその他の執行機関等」をいう。）は、災害応急対策を的確かつ確実に実施す

るため、平常時から災害に備え、次に掲げる業務を行うものとする。 

１ 危機管理監の職務 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第９ １」を参照するものとする。 

２ 各所属における平常時からの業務分担（各所属共通） 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第９ ２」を参照するものとする。 

３ 各所属における平常時からの業務分担（各所属特定） 

このことについては、「一般災害対策編第２章第１節第９ ３」を参照するものとする。      
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第２節 防災情報通信網の整備 

（危機管理部、企画調整部、市町村、東北地方非常通信協議会、(一社)テレコムサービス協会） 

【災害発生時の対応については第３章 第３節 地震災害情報の収集伝達 

及び第４節 通信の確保を参照】 

 

災害時に災害情報システムが十分機能し、活用できる状態に保つために、県、市町村及び防災関係

機関は、防災情報通信網を整備するとともに、併せて設備の安全対策を講じるものとする。 

 

第１ 防災情報通信網の整備（危機管理総室） 

１ 福島県総合情報通信ネットワーク 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第１ １」を参照するものとする。 

 

第２ 市町村防災行政無線等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第２」を参照するものとする。 

 

第３ 福島県総合防災情報システム 

  このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第３」を参照するものとする。 

 

第４ その他通信網の整備・活用 

１ 非常通信体制の充実強化 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第４ １」を参照するものとする。 

２ その他通信連絡網の整備・活用 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第４ ２」を参照するものとする。 

３ クラウドシステムなどＩＣＴの導入に係る検討 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第４ ３」を参照するものとする。 

 

第５ 通信手段の周知 

１ 県と関係機関間の連絡体制の周知 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第５ １」を参照するものとする。 

２ 住民への連絡体制の周知 

このことについては、「一般災害対策編第２章第２節第５ ２」を参照するものとする。 
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第３節  地震観測計画 

（危機管理部、福島地方気象台、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国土地理院、東京大学、東北

大学、日本大学、東日本旅客鉄道(株)） 

【災害発生時の対応については第３章 第３節 地震災害情報の収集伝達を参照】 

 

国に対して福島県東部地域における地震観測体制の整備・強化を要望するとともに、県として、計

測震度計を設置するなど観測体制を整備し、地震動の基礎的データの充実及び初動体制の確立を図る

。 

 

第１ 地震観測網  

県内における主な地震計の設置並びに観測の状況は、次のとおりである。 

№ 観測機関 地震計の種類・観測方法 箇所数 備考 

(1) 福島県 計測震度計 ８４ 
気象庁の７箇所利用も含め､
県内91箇所をネットワ－ク化 

(2) 気象庁 計測震度計（地震計併用６） １８  

(3) 
防災科学技

術研究所 
強震計 ２２  

(4) 東北大学 地震計（微小地震観測） ９  

(5) 日本大学 地震計 １  

(6) ＪＲ東日本 地震計 １５  

(7) 国土地理院 電子基準点 ３８  

(8) 東京大学 ラドン、水温等を観測 ５  

 

第２ 福島県震度情報ネットワ－クシステムの概要 

県（危機管理総室）では、県内の84箇所に計測震度計を整備し、気象庁の計測震度計利用の７箇

所（郡山市・田村市・棚倉町・猪苗代町・西会津町・南会津町・浪江町）と合わせて、県内の全市

町村の震度情報を収集し、ネットワ－ク化を図っている。 

このシステムで得られた震度情報は、県総合情報通信ネットワークを通して各地方振興局、各市

町村、各消防本部等に配信され、速やかな初動体制の確立、市町村別の被害状況の推定、各種の応

急対策の検討などに活用されている。 

また、平成13年度に福島地方気象台と接続したことにより、気象庁の地震情報に利用されている

ことから、震度データの正確な伝送の確保に努めている。 

なお、消防庁においても、全国都道府県から送られてくる各市町村別の震度情報を早期に把握す

ることにより、迅速な広域応援が可能となるよう体制の整備を図っている。 
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第３ 震度情報ネットワークシステムの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省消防庁 気象庁 

福島地方気象台 

県  庁 

（送受信装置） 

県地方振興局 

市 町 村 

消 防 本 部 等 

通信設備 

発信装置 
 

計測震度計 

通信設備 

発信装置 
 

Ｉ／Ｆ等 

気象庁計測震度計 
・郡山市 
・田村市（船引） 
・棚倉町 
・猪苗代町 
・西会津町 
・南会津町（田島） 
・浪江町 

県総合情報通信ネットワーク有線・衛星回線及び通信事業者ＬＴＥ回線を使用 

※非常電源設備設置 

【県計測震度計設置市町村】 【気象庁計測震度計利用市町村】 県総合情報通信ネットワーク 
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第４節 都市の防災対策 

（土木部、各部局施設管理者、市町村） 

【災害発生時の対応については第３章 第７節 消火活動を参照】 

 

本県においても都市への人口集中が進行しており、県土の約２割の都市地域に人口の約８割が集中

しており、特に福島市、郡山市、会津若松市、いわき市及びその周辺地域において顕著である。 

これらの市街地において地震が発生した場合、住民の生命、財産の被害が大きくなるおそれがある

ことから、県及び市町村は、被害を最小限に防止するため、建築物の耐震化・不燃化の促進、都市公

園の整備・保全による防災空間の確保、計画的な街路整備による避難及び輸送路の確保、さらには既

成市街地の再開発等による総合的な都市防災の整備に取り組み、災害に強い安全なまちづくりを積極

的に推進する。 

 

第１ 建築物防災対策 

１ 福島県耐震改修促進計画 

県（建築総室）は、既存建築物の防災対策をより効果的に推進するため、地震対策及び防火対策

等、各種の対策を相互に関連づけた総合的な福島県耐震改修促進計画を平成１８年度に策定した。

そして、社会情勢の変化や耐震化の進捗状況を勘案し、耐震改修促進法の改正内容を踏まえて、更

なる耐震化促進の取組を強化するよう必要に応じて見直す。また、市町村も、同様に見直しに取り

組むものとする。 

(1) 建築物の耐震化に関する目標 

(2) 建築物の耐震化を促進する施策 

(3) 建築物の減災化を促進する施策 

(4) 建築物の耐震化等に関するその他の取組 

２ 建築物の耐震性強化 

建築物の耐震性については、建築基準法により最低の基準が定められているが、昭和55年に制度

化された新耐震設計基準の適用以前の建築物については、必ずしも十分な耐震性を有していないも

のがあるのが現状である。 

このため、県（建築総室）及び市町村は、建築物の所有者又は管理者に対し、耐震工法及び耐震

補強等の重要性について啓発を行い、建築物の耐震性の強化を図る。 

また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴い、要緊急安全確認大規模建築物、

要安全確認計画記載建築物及び特定建築物について的確な法の施行に努める。 

(1) 耐震化に関する県民相談の実施 

県（建築総室）は、県民からの建築物の耐震性に関する相談に応ずると共に、耐震診断及び耐

震補強に関する技術指導、啓発等に努める。 

(2) 耐震性に関する知識の普及 

県（建築総室）は、耐震工法、耐震補強などについての資料を配布し、説明会の開催等を行い、

建築物の耐震性確保を図る。 

(3) 建築士会等の協力 

県（建築総室）は、建築物の設計・施工について豊富な知識と経験を持つ建築士会等と協力し、

一般建築物の耐震性確保を図る。 
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３ 被災建築物の応急危険度判定制度の創設と充実 

県（建築総室）及び市町村は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）が、地震等による

二次災害に対して安全であるかどうかの判定活動を民間の建築士等の協力を得て行うため、「福島

県地震被災建築物応急危険度判定士認定制度」を設けるとともに、判定活動体制の構築を行う。ま

た、地震により被災した避難所がある場合には、判定を優先的に行うものとする。 

４ 窓ガラス等の落下物防止対策 

(1) 一般建築物の落下物防止対策 

県（建築総室）及び市町村は、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止す

るため、次の対策を講ずる。 

ア 市町村は、容積率400%以上の地域内に存する建築物及び市町村地域防災計画において定めら

れた避難場所までの避難路等に面する建築物で地階を除く階数が３以上のものを対象に落下

物の実態調査を行う。 

イ 実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改善

を指導する。 

ウ 建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要性について啓

発を行う。 

(2) 県有施設のガラス飛散防止対策 

県（各施設管理者）は、６階建以上の県有施設のうち、ベランダ、ひさし（０．６ｍ以上）、

強化ガラス及び網入ガラス等以外で危険防止対策が講じられていないものについて、ガラス飛散

の防止措置を講ずる。 

５ ブロック塀の倒壊防止対策 

県（建築総室）及び市町村は、地震によるブロック塀（石塀を含む）の倒壊を防止するため、次

の施設を推進する。 

(1) 県（建築総室）及び市町村は、県民に対し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について

広報紙等を活用し、啓発を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等につい

てパンフレット等を作成し、知識の普及を図る。 

(2) 市町村は、市街地内のブロック塀の実態調査を行い、ブロック塀の倒壊危険箇所の把握に努め

る。なお、実態調査は通学路、避難路及び避難場所等に重点を置く。 

(3) 市町村は、ブロック塀を設置している住民に対して日ごろから点検に努めるよう指導するとと

もに、危険なブロック塀に対しては造り替えや生け垣化等を奨励する。 

(4) 県（建築総室）及び市町村は、ブロック塀を新設又は改修しようとする県民に対し、建築基準

法に定める基準の遵守を指導する。 

６ 建築物不燃化の促進 

(1) 防火・準防火地域の指定 

県（都市総室、建築総室）及び市町村は、建築物が密集し、火災により多くの被害を生ずるお

それのある地域を防火地域又は準防火地域に指定し、耐火建築物、準耐火建築物その他建築基準

法で規定する防火措置を講じた建築物の建築を推進する。 

ア 防火地域は、原則として容積率 400パーセント以上の近隣商業地域及び商業地域について指

定を行うほか、集団的地域としての「建築物密集地域」「公共施設等重要施設の集合地域」あ

るいは路線的な地域としての「幹線街路沿いの商業施設等の連坦する地域」等都市防災上の観

点から、特に指定が必要と考えられる地域についても順次指定を進める。 

イ 準防火地域は、原則として住居専用地域、工業地域及び工業専用地域を除く容積率 300パー
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セント以上の区域及び建築物が密集し、または、用途が混在し火災の危険が予想される地区等

について指定を進める。 

(2) 建築物の防火の促進 

新築、増改築等建築物については、建築基準法に基づき指導を行うとともに、既存建築物につ

いては、次の法制度体系を通じ事業の推進を図る。 

ア 既存建築物に対する改善指導 

県（建築総室）及び市町村は、百貨店、旅館等の不特定多数の人が集まる既存特殊建築物

の防災性を常時確保するため、建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度を活用し、建

築物の安全性確保と施設改善を指導する。 

また、大規模な既存特殊建築物及び中小雑居ビルに対して、防火及び人の避難の安全を確

保するため、必要な防火避難施設の改善を指導する。 

イ 防火対象物定期点検報告制度 

県（建築総室）及び市町村は、消防機関が実施する「防火対象物定期点検報告制度」に基

づき、必要に応じ、消防機関と連携して防火避難施設の改善指導を行う。 

 

第２ 防災上重要な建築物の耐震性確保等 

１ 県有施設の耐震性確保 

県（各施設管理者）は、大規模な地震による災害時に、応急対策活動の拠点となる施設を防災上

重要建築物として指定し、それらの施設の重要度に応じて耐震性を確保する。 

(1) 防災上重要建築物の指定 

県は、次の施設を防災上重要建築物に指定する。 

ア 防災拠点施設 

県庁舎、県合同庁舎、警察署、保健福祉事務所、県の出先庁舎等 

イ 避難施設 

県立高等学校、県立体育館、県立社会福祉施設等 

ウ 緊急医療施設 

県立病院、公立大学法人福島県立医科大学附属病院 

 (2) 建築設備の耐震性確保 

県（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地震の発生後も継続し

てその機能を果たせるよう、建築設備についても耐震性に十分配慮する。特に、災害対策本部及

び災害対策地方本部を設置する施設については、優先的に建築設備の耐震性の確保を図るものと

する。なお、防災拠点施設、避難施設、緊急医療施設においては、ライフライン系統の断絶等の

不測の事態に備え、太陽光パネルや非常用発電装置の設置など、業務の継続に必要な非常用設備

の整備を推進する。 

(3) ロッカー、書架等の転倒防止対策 

県（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地震の発生後も継続し

てその機能を果たせるよう、ロッカー、書架等の転倒防止対策を行うとともに、転倒防止対策に

ついて、定期的に確認を行う。特に、災害対策本部及び災害対策地方本部を設置する施設につい

ては、優先的にロッカー、書架等の転倒防止対策を行う。 

(4) 防災拠点施設の主な設備等 

新たに整備する防災拠点施設には、下記の設備を整備する。 
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(ｱ) 非常電源設備 

(ｲ) 耐震性貯水槽 

(ｳ) 県総合情報通信ネットワーク 

(ｴ) 備蓄倉庫（災害対策活動要員用物資を対象とする。） 

(ｵ) 臨時ヘリポート 

(ｶ) 非常用排水設備又は排水槽 

なお、地方振興局を含む合同庁舎の整備に当たっては、上記の施設に加え、災害対策地方本部

が設置されることから、災害対策地方本部室、国の現地対策本部要員、防災関係機関からの対策

要員等を含めた応急対策にあたることのできるスペース、通信回線等の確保を図る必要がある。 

(5) 建築物の非構造部材の減災化対策 

県（各施設管理者）は、大規模な地震発生時の利用者の安全及び施設の機能維持のため、「福

島県県有建築物の非構造部材減災化計画」に基づき建築物の非構造部材について減災化を図る。

特に、防災上重要建築物については、優先的に非構造部材の減災化を図る。 

２ 市町村及び公共的施設管理者による施設の耐震化 

市町村及び公共的施設管理者は、県の耐震化事業に準じ、耐震診断及び耐震補強工事を推進する。 

３ 民間施設管理者による施設の耐震化 

   民間施設管理者は、「福島県耐震改修促進計画」に指定された建築物について、耐震診断・耐震

改修の促進を図る。 

 

第３ 防災空間の確保 

１ 緑地保全地区の指定 

都市における樹林地、草地、水辺地等の良好な自然環境を形成している土地の区域で、無秩序な

市街化の防止、公害又は災害の防止のための必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な

位置、規模及び形態を有するものについては、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区を指定し、県

（都市総室）及び市町村は、県が定める「福島県広域緑地計画」及び市町村が定める「緑の基本計

画」に基づき、計画的に指定の推進を図り、防災効果を発揮する防災空間の確保に努める。 

２ 都市公園等の整備 

都市公園等は、都市における緑とオープンスペースの中核として、自然とのふれあい、活力ある

長寿・福祉社会の形成、コミュニティの醸成、スポーツ・レクリエーション活動等、住民の多様な

ニーズに対応する都市生活の根幹的施設であると同時に、大規模な災害の発生時には、延焼防止、

避難場所あるいは救援活動の拠点として防災上重要な役割を担っている。 

また、国の防災公園等に関する施策の拡充を踏まえ、県（都市総室）及び市町村は、計画的に整

備拡大を図り、防災効果を発揮する防災空間の確保に努める。 

３ 都市計画道路の整備 

都市の基本的施設の一つである道路は人が歩き、車が走るためばかりではなく、コミュニティの

形成等、市民生活のあらゆる面で利用されていると同時に、災害時には、避難路や救援路さらには

防火帯の役目を果たすなど重要な役割を果している。 

県（道路総室、都市総室）及び市町村は、災害時の避難路のネットワーク化とともに、緊急支援

物資の輸送、救急、消防等に緊急活動に効果を発揮する幹線道路ネットワークの計画的な整備を推

進する。整備に当たっては、十分な道路幅員の確保、電線類の地中化、緑化等により、災害に強い

構造とするとともに、複数の経路でどの地域にもアクセスできるダブルネットワーク化を図る。 
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４  都市空間の利用 

都市の基盤として整備される道路や都市公園等は都市の貴重な空間であり、災害時には延焼遮断

空間等として防災上重要な役割を持つ。これらの都市空間においても、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、

ヘリポート等の災害時に必要となる施設を整備するほか、県（道路総室、都市総室）及び市町村は

ライフラインの信頼性を確保するため、各事業者と協力して電線類共同溝等の整備を推進する。 

５ オープンスペースの確保 

災害時に、住民の避難場所、物資の輸送拠点、応援部隊の活動拠点、資材置場、仮設住宅の建設

用地、がれきの仮置場等に活用できる空港、公園、グランド、河川敷、農地等のオープンスペース

について、市町村は定期的に調査を実施し、その把握に努める。 

 

第４ 市街地の開発等 

１ 市街地再開発の推進（県土木部都市総室） 

低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した市街地において、細分化された宅地を共同化し

てオープンスペースを確保するとともに、不燃建築物の建築及び交通広場、街路、公園、緑地等の

公共施設の整備を行い、防災性の高い安全で快適な都市環境の創造に努める。 

(1) 市街地再開発事業 

土地の適正な高度利用と都市機能の更新及び都市防災を推進するために、市街地再開発基本計

画及び事業計画等の作成を進めている地区の事業化を促進する。 

(2) 優良建築物等整備事業等 

市街地の環境の整備改善、防災性の向上に資する良好な建築物の整備を図るため、優良建築物

等整備事業等の再開発関連諸制度を活用し、安全で快適なまちづくりを促進する。 

(3) 市街地再開発資金融資制度 

耐火建築物の建設を行う者に、その建設資金を融資し、防災性の高いまちづくりを促進する。 

２ 住環境整備事業の推進 

市街地において、不良住宅が集団的に存する地区等は災害時に被害の拡大が懸念される。 

これらの地区を居住環境、都市基盤及び都市防火等の観点から整備することにより、良好な市街

地が形成され、防災性の高い安全で快適なまちづくりが図られる。 

３ 土地区画整理事業の推進 

県（都市総室）及び市町村は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の

利用増進を目的とした土地区画整理事業を実施することにより、防災的効果を有した安全で快適な

まちづくりを推進する。 

県及び市町村は、土地区画整理事業の計画をおおむね次の基準により策定する。 

(1) 地方公共団体施行土地区画整理事業 

ア 施行地区の面積は、原則として５ヘクタール以上とする。 

イ 施行地区は、都市計画道路、公園、緑地等の新設を含む地区で、地震災害時においては、当

該区域内の施設が防災効果を発揮するよう整備する。 

ウ 施行地区が、主要駅付近又は中心市街地にある場合は、交通の円滑化を図るとともに、地震

災害時においては、避難路や延焼防止帯となる幹線道路、区画道路等を整備する。 

エ 施行地区は、非常時の防災拠点を形成するため、避難場所となる公園や医療・福祉・行政施

設等を集積した街区を持った市街地として整備する。 
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(2) 組合施行土地区画整理事業 

ア 施行地区の面積は、原則として10ヘクタール以上とする。 

イ 事業施行後、施行地区内の道路、公園、広場、緑地等公共の用地に供する土地の面積の合計

が施行面積のおおむね25パーセント以上となるものとし、防災効果を発揮するよう整備する。 

ウ 都市計画道路（幅員12メートル以上）を適切に配置する。 
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第５節 上水道、下水道及び工業用水道施設災害予防対策 

（保健福祉部、水道事業者、水道用水供給事業者、土木部、下水道事業者、工業用水道事業者） 

【災害発生時の対応については第３章 第22節 生活関連施設の応急対策を参照】 

 

 上水道、下水道及び工業用水道施設の耐震性を強化して、地震時の被害を最小限にとどめ、かつ速

やかに被害施設の復旧を可能にするために必要な施策を実施することを目的とする。 

 

第１ 上水道施設予防対策  

１ 水道施設等の整備  

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下「水道事業者等」という。）は、水道施設のより一層

の耐震化を図り、水道水の安定供給と二次災害の防止のため、次により水道施設の整備を図るもの

とする。 

(1) 水道施設の耐震化を効果的・効率的に進めるため、既存施設の耐震診断等を行い、順次計画的

に耐震化を進めるものとする。 

(2) 基幹施設の分散や系統多重化により補完機能を強化するとともに、配水系統のブロック化によ

り、地震被害の軽減等を図るものとする。 

(3) 施設の機能を十分に発揮させるために必要不可欠な情報伝送設備や遠隔監視・制御設備、自家

発電設備等の電気機械設備について耐震化を図るものとする。 

(4) 水道施設の耐震化事業には、事業収入の増加につながらない大きな投資を必要とすることから、

市町村の一般会計による支援を受けるなど、必要経費の確保を図るものとする。 

２ 応急復旧用資機材の確保 

水道事業者等は、応急復旧用資機材を備蓄しておくとともに、資機材の備蓄状況を把握しておく

ものとする。 

３ 相互応援 

(1) 水道事業者等は、応急復旧作業を迅速に進めるための人員等の確保のため、隣接水道事業者等、

さらには地震による同時被災を免れると思われる水道事業者等と応急復旧等の応援活動に関す

る応援協定を締結しておくなど、相互応援体制の整備を図るものとする。 

(2) 県（健康衛生総室）は、広域的な応援活動の連絡・調整のための体制の整備を図るものとする。 

 

第２ 下水道施設予防対策 

１ 下水道施設の整備  

下水道施設の管理者は、下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たり、立地条件に応じ、

地震に対して次の対策を実施するものとする。 

(1) ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震計算を行い、その他の施設については、ある程

度の地震被害を想定し、施設の複数化、予備の確保等により機能の確保を図り、また、補修の容

易な構造とするなど、復旧対策に重点をおいた整備を図るものとする。 

(2) ポンプ場及び処理場では、地震時においても最小限の排水機能が確保されるよう整備を図るも

のとする。 

  また、停電及び断水に対して速やかに対応できるよう考慮するものとする。 
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(3) 地震の程度により排水機能に支障を来たす場合があるので、緊急用として重要な管渠及び処理

場については、バイパス等の整備の検討を行うものとする。 

(4) 液状化対策として、主要な管渠工事にあたっては、事前に地質調査を実施するとともに、埋戻

しに液状化が起こりにくい材料を使用するなど工法の検討を行うものとする。 

(5) ポンプ場及び処理場内での各種薬品、重油及びガス等の燃料用設備の設置に当たっては、地震

による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう考慮するものとする。 

(6) 施設の維持管理においては、定期点検等による危険箇所の早期発見とその改善を行い、施設の

機能保持を図るものとする。 

２ 応急復旧用資機材の確保等 

下水道施設の管理者は、復旧工事を速やかに施工するため、必要な資機材の備蓄に努めるととも

に、資機材の優先調達を図るものとする。 

また、地震発生時にすぐ対応できるように、下水道台帳とともに維持管理記録を一体として整理

し、さらに優先的に調査する必要のある箇所を特定するための下水道防災マップの作成を行ってお

くものとする。 

３ 要員の確保 

応急復旧に必要な要員の配備計画をあらかじめ定めておくとともに、必要な人員を確保するため、

施設の施工業者、管理委託業者及び他の下水道事業者等と災害時の応援協定等の締結を進めるもの

とする。 

４ 福島県下水道防災連絡会議 

県（都市総室）、市町村及び下水道関係の公共的団体からなる福島県下水道防災連絡会議が組織

されており、「福島県下水道防災計画」の策定及び同計画の具体的な実践と震災対策等の推進を図

るとともに、災害発生時の協力体制の整備を目的としている。 

 

第３ 工業用水道施設予防対策 

１ 工業用水道施設等の整備 

工業用水道事業者は、災害時における工業用水の安定供給を確保するため、次により工業用水道

施設等の耐震化等に努めるものとする。 

(1) 工業用水道施設設計指針に基づき、基幹施設等の耐震化を図る。 

(2) 機械・電気設備における予備電源の整備等により安定給水に向けた機能の強化を図る。 

 また、工業用水使用企業に対し、災害時の対策として受水槽の設置等の指導に努める。 

(3) 施設の維持管理については、定期点検等による危険箇所の早期発見とその改善を行い、施設の

機能保持を図る。 

(4)管路の被災による給水への影響を少なくするため、管路の複線化等を促進する。 

２ 復旧資材の確保 

緊急時に調達が難しい復旧資材を計画的に備蓄する。
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第６節 電力、ガス施設災害予防対策 

（危機管理部、東北電力(株)、東北電力ネットワーク(株)、各都市ガス事業者、各簡易ガス事業者、各

ＬＰガス事業者、(一社)福島県ＬＰガス協会） 

【災害発生時の対応については第３章 第22節 生活関連施設の応急対策を参照】 

 

電力、ガス施設の耐震性の強化及び被害の軽減のための諸施策を実施し、震災時の被害を最小限に

とどめ、安定した電力およびガスの供給の確保を図るため予防措置を講ずるものとする。 

 

第１ 電力施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

東北電力（株）及び東北電力ネットワーク（株）は、災害が発生するおそれがある場合又は発生

した場合に対処するため、災害対策組織を整備し、防災体制を確立しておくとともに、その組織の

運営方法及び関係機関との連携・協調の体制についても定めておくものとする。 

２ 事業計画  

(1) 施設の耐震性の強化計画  

ア 水力発電設備  

(ｱ) ダムについては、発電用水力設備に関する技術基準、河川管理施設等構造令及びダム設

計基準に基づき、堤体に作用する地盤震動に耐えるよう設計するものとする。 

(ｲ) 水路工作物及び基礎構造が建物基礎と一体である水車、発電機については、地域別に定

められた地盤震度を基準として構造物の応答特性を考慮した修正震度法により設計を行う

ものとする。 

(ｳ) その他の電気工作物の耐震設計は、発電所設備の重要度、その地域で予想される地震動

などを勘案するほか、発電用水力設備に関する技術基準に基づいて行うものとする。建物

については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

イ 火力発電設備 

機器の耐震は、発電所の重要度、その地域で予想される地震動などを考慮するほか、発電

用火力設備に関する技術基準等に基づいて設計を行うものとする。建物については、建築基

準法による耐震設計を行うものとする。 

ウ 送電設備 

(ｱ) 架空電線路 

地震力の影響は、氷雪、風圧及び不平均張力による荷重に比べて小さいので、これらを考

慮した設計を行うものとする。 

(ｲ) 地中電線路  

油槽台設計については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

エ 変電設備 

機器の耐震は、変電所設備の重要度、その地域で予想される地震動等を勘案するほか、電

気技術指針「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づいて設計を行うものとする。

建物については、建築基準法による耐震設計を行うものとする。 

オ 配電設備 

軟弱地盤箇所について、根かせの増加取付等による支持物基礎の補強、変台コマの取付け
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や捕縛方法の強化等で柱上変圧器の設置を行う。 

(2) 電気工作物の点検・調査等 

電気工作物は、常に法令に定める電気設備技術基準に適合するよう維持管理し、さらに事故の

未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には特別の

巡視）並びに自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査を行うものとする。 

(3) 災害対策用資機材の確保  

ア 災害に備え平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努めるものとする。 

イ 災害対策用資機材等の保有を効率的に行うとともに、災害時の不足資機材の調達を迅速かつ

容易にするため、復旧用資機材の規格の統一を各電力会社間で進めるほか、「非常災害時にお

ける復旧応援要綱」（中央電力協議会策定）に基づき、他電力会社及び電源開発 (株)と災害

対策用資機材等の相互融通体制を整えておくものとする。 

(4) 災害用資機材の輸送体制の確立 

災害対策用資機材等の輸送計画を策定しておくとともに、車両、船舶、ヘリコプター等の輸送

力の確保に努めるものとする。 

(5) 防災訓練等の実施  

ア 従業員に対し、災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配布、検

討会の開催、社内報への関連記事掲載等により防災意識の高揚に努めるものとする。 

イ 災害対策を円滑に推進するため、年１回以上防災訓練を実施し、災害時における復旧対策が

有効に機能することを確認しておくものとする。 

また、国及び地方自治体等が実施する防災訓練に積極的に参加するものとする。 

 

第２－１ ガス施設（都市ガス）災害予防対策 

１ 防災体制の確立  

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場所に対処するため、初動措置段階における組織

についての災害対策に関する規定に基づく体制を整備し、実施すべき事項を明確にしておくものと

する。 

２ 事業計画 

地震防災応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供給停止の早期

復旧を図るための地震防災計画を策定し、これを段階的に推進していくものとする。 

(1) 設備の耐震性の強化計画  

ア ガス工作物の維持・管理  

ガス発生設備、ガス精製設備、ガスホルダー、導管等のガス工作物については、耐震性の

維持管理の徹底を図るものとする。 

イ 耐震性導管への取替え 

新設導管については、耐震性資材をもって施設し、既設導管についても順次、耐震性の高

い導管へ取替えを行うものとする。 

ウ 液状化対策 

供給区域内の液状化発生の可能性を把握し、液状化の高い場所においては、ガスしゃ断装

置による導管被害箇所へのガス供給の速やかなしゃ断等所要の対策を講じるものとする。 

エ 導管網のブロック化  

地震時に被害を最小限におさえ、供給停止した場合には、被害軽微な地区から早期に復旧

できるように、導管網の構成状況及び緊急対応能力等を考慮のうえ、適切な規模の緊急措置
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ブロック化を図るものとする。 

オ 安全器具の設置  

マイコンメーター等は、災害防止に効果があることから、未設置箇所に設置するものとする。 

カ 地震計の設置 

地震発生直後に、地震動の強さを正確に把握し、その後の被害調査や緊急措置及び救援要

請等の対処を的確かつ迅速に行うため、地震計を設置しておくものとする。 

(2) 情報収集のための無線等通信設備の整備 

地震発生直後の供給区域内の被害情報の収集や緊急措置の実施のための連絡を迅速かつ的確

に行うための情報通信設備を整備しておくものとする。 

(3) 防災資機材の管理等 

次の防災資機材及び常備品を備え、定期的に数量を確認するとともに、使用可能な状態に管理

しておくものとする。 

また、復旧作業時に大量に必要となる資材等については、非常時の調達ルートを整備しておく

ものとする。 

ア 導管材料 

イ その他材料 (ガスメーター、バルブ他)  

ウ 修理用工具類 

エ 車両、機械 

オ 漏えい検査機器 

カ 無線機 

(4) 復旧計画の策定 

円滑かつ効率的な復旧作業を行うため、あらかじめ復旧計画を定めておくものとする。 

なお、計画策定（復旧作業の優先順位）に当たっては、原則として人命にかかわる箇所及び避

難場所等の優先度を考慮して策定するものとする。 

また、復旧作業は道路掘削等を伴うため、安全かつ効率的に行えるよう、道路管理者等と事前

に協議しておくものとする。 

(5) 防災訓練の実施 

地震発生時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、行政機関の防災計画との関連も考慮し

て、災害対策本部の活動、現地対応等について、できる限り実践に即した訓練を実施するものと

する。 

(6) 防災関係機関との相互協力 

市街地において、ガス漏れ等による二次災害防止等の対策を適切に行えるよう、日ごろから防

災関係機関と必要な相互協力について協議しておくものとする。 

 

第２－２ ガス施設（簡易ガス）災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、初動措置段階における組織

として、災害対策に関する規程及び保安規程に基づく体制を整備し、初動措置として実施すべき事

項を明確にしておくものとする。 

２ 事業計画 

地震防災応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供給停止の早期

復旧を図るための地震防災計画を策定し、これを段階的に推進していくものとする。 
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(1) 設備の耐震性の強化計画 

ア ガス工作物の維持・管理 

容器、貯槽、集合装置、気化装置及びその附属設備、導管等については、耐震性能の維持・

管理の徹底を図るものとする。 

イ 耐震性導管への切り替え 

新設導管については、省令（基準）に基づき設置することはもちろんのこと、既設導管に

ついても計画的に耐震性の高い導管へ切替えを行うものとする。 

ウ 安全器具の設置 

ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰは、災害防止に効果があることから、未設置箇所への設置を図るものとする。 

(2) 情報収集のための無線等通信設備の整備 

地震発生直後の供給区域内の被害情報の収集や緊急措置の実施のための連絡を迅速かつ的確

に行うための情報通信設備を整備しておくものとする。 

(3) 防災資機材の整備等 

復旧作業等に必要な防災資機材等を整備しておくものとする。ただし、自社による整備が困難

な場合は、関係団体等からの調達ルートを確立しておくものとする。 

(4) 防災訓練の実施 

地震発生時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、行政機関の防災計画との関連も考慮し

て、災害対策本部の活動、現地対応等について、できる限り実践に則した訓練を実施するものと

する。 

(5) 防災関係機関との相互協力 

市街地において、ガス漏れ等による爆発事故等が発生した場合、適切に対応できるよう、防災

関係機関と日ごろから責任分担を明確にしておくとともに、必要な相互協力ができるよう協議し

ておくものとする。 

 

第２－３ ガス施設（ＬＰガス）災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、初動措置段階における組織

として、災害対策に関する規程及び保安規程に基づく体制を整備し、初動措置として実施すべき事

項を明確にしておくものとする。 

２ 事業計画 

地震防災応急対策に係る措置を円滑に実施することによって、二次災害の防止や供給停止の早期

復旧を図るための地震防災計画を策定し、これを段階的に推進していくものとする。 

(1) ＬＰガス設備の耐震性の強化計画 

ア 消費先の容器置場等 

火気との距離を確保するために消費先の容器置場に隔壁等を設置する場合は、耐震性を考

慮し施工することはもちろんのこと、既設の隔壁等についても耐震性等の評価を行い、必要

に応じ、強化等の措置を講ずるものとする。 

イ 容器の転落・転倒防止措置 

容器の転落・転倒防止については、省令に基づく措置を講ずることはもちろんのこと、適

正な鎖掛け等を実施し、定期点検を実施するものとする。 

ウ 耐震性配管への切り替え 

埋設配管は、耐震性の高い配管を設置するものとし、既設埋設配管についても計画的に耐
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震性の高い配管へ切替えを行うものとする。 

エ 安全器具の設置 

耐震自動ガス遮断機能搭載のＳ型マイコンメーターの設置はもちろんのこと、集中監視シ

ステム等の導入を図り、より高度な保安を実現するものとする。 

オ ガス放出防止器等の設置 

容器等からのガス漏れを防止するため、ガス放出防止器等の設置を図るものとする。 

なお、設置に当たっては、地震発生時において、容器のバルブの閉止が困難な高齢者世帯

等を優先的に行う等配慮するものとする。 

(2) 情報収集のための無線等通信設備の整備  

地震発生直後の供給区域内の被害情報の収集や緊急措置の実施のための連絡を迅速かつ的確

に行うための情報通信設備を整備しておくものとする。 

(3) 防災資機材の管理等 

次の防災資機材及び常備品を備え、定期的に数量を確認するとともに使用可能な状態に管理し

ておくものとする。ただし、自社において確保が困難な場合は、関係団体等から調達ルートを確

立しておくものとする。 

ア 修理用工具類  

イ 車両、機械   

ウ 点検用工具類   

エ 非常食、飲料水  

オ 救急医薬品  

カ 緊急支援用物資（カセットコンロ、カセットボンベ等） 

キ 補修用・仮設住宅用機器（充てん用容器、ガスメーター、調整器等） 

(4) 復旧計画の策定 

円滑かつ効率的な復旧作業を行うため、あらかじめ次の事項を考慮し、 (一社)福島県ＬＰガ

ス協会が設置する現地対策本部と事前に協議し、復旧計画を定めておくものとする。 

なお、計画策定（復旧作業の優先順位）にあたっては、原則として人命にかかわる箇所、官公

署、報道機関、避難場所等の優先を考慮して策定するものとする。 

ア 住宅地図の整備・管理の在り方 

イ 集合住宅の開栓の在り方 

ウ 合理的な緊急点検の方法 

(5) 防災訓練の実施 

地震発生時に迅速かつ的確に防災活動を実施するため、行政機関の防災計画との関連も考慮し

て、災害対策本部の活動、現地対応等について、できる限り実践に則した訓練を実施するものと

する。 

(6) 防災関係機関との相互協力 

市街地において、ガス漏れ等による爆発事故等が発生した場合、適切に対応できるよう、防災

関係機関と日ごろから責任分担を明確にしておくとともに、必要な相互協力ができるよう協議し

ておくものとする。 
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第７節 鉄道施設災害予防対策 

（各鉄道事業者、東北運輸局） 

【災害発生時の対応については第３章 第22節 生活関連施設の応急対策を参照】 

 

地震時における旅客の安全と円滑な輸送を図るための予防対策を確立し、かつ、鉄道施設の耐震性

を強化し、被害を最小限にとどめるよう、各施設毎に予防措置を講ずるものとする。 

 

第１ 東日本旅客鉄道(株)施設災害予防対策  

１ 防災体制の確立  

(1) 災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対処するため、県内の路線を所管する各

支社内及び現地に災害対策組織を整備し、防災体制を確立しておくとともに、その組織の運営の

方法及び関係機関との連携・協調の体制についても定めておくものとする。 

(2) 災害の情報を迅速かつ的確に把握するため、災害対策組織内での状況報告の方法、報告事項の

基準等を定めておくとともに、関係機関及び地方自治体（県生活環境総室、市町村）と密接な情

報連絡を行うための必要な措置等についても定めておくものとする。 

２ 事業計画    

(1) 施設の耐震性の強化計画  

ア 土木建築物の変状、若しくは既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を実施するとと

もに、線路等災害警備計画を作成し、気象異常等の線路巡回計画を定める。 

イ 関係箇所長は、線路に近接する施設の落下、倒壊による線路への被害を防止するため、関係

官公庁、施設管理関係者に施設の整備を要請する。 

(2) 地震計の設置 

地震計を設置するとともにあらかじめ運転規制区間を定めておくことにより、地震発生時にお

ける早期点検体制の確立を図るものとする。 

(3) 要員及び資機材の確保 

ア 災害復旧に必要な要員及び資機材を確保するため、あらかじめ非常招集計画を定め、必要な

資機材を常備しておくとともに、関係協力会社との協議要領を定める。 

イ 復旧に必要な資機材及び災害予備貯蔵品を備蓄している関係箇所長は、定期的に点検を行い、

その保有数の確認と機能保持に努める等の保守管理体制を確立する。 

ウ 自動車を保有する関係箇所長は、災害復旧に必要な要員及び輸送計画を定めるとともに、緊

急通行車両の事前届出を警察本部又は管轄警察署に行い、事前承認を受けておく。 

(4) 防災業務施設及び設備の整備 

ア 関係気象官署（福島地方気象台等）との連絡を緊密に行い、津波警報等の伝達、情報の収集、

観測施設相互間の連絡等に必要な気象観測設備、通信連絡設備、警報装置等を整備しておくも

のとする。 

イ 大規模な地震等が発生した場合の情報収集、連絡等を行うため、携帯電話等を配備しておく

ものとする。 

(5) 電力の確保 

災害時における列車の運転用・営業用電力を確保するため、停電時には非常用予備発電装置及
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び予備電源設備を活用するとともに、電気事業者からの受電方策等を講ずる等、早期給電体制の

整備に努める。 

(6) 防災教育の実施 

社員に対し、災害予防に関する講習会・説明会の開催、パンフレット等の配付を行うとともに、

日常業務を通じて次により必要な教育を行う。 

ア 予想される災害及び対策に関する知識 

イ 風水害及び地震発生時にとるべき初動措置 

ウ 事故処理要領に関する知識 

エ 社員が果たす役割及びその他必要な教育 

(7) 防災訓練の実施   

社員に対し、災害応急対策及び災害復旧に必要な次の訓練を行うとともに、地方公共団体及び

防災関係機関が行う合同防災訓練に積極的に参加し、必要な知識の習得に努める。 

ア 非常参集訓練及び災害発生時の初動措置訓練 

イ 消防（通報、消火、避難）訓練及び救出・救護訓練 

ウ 旅客等の避難誘導訓練 

 

第２ その他民有鉄道事業者の災害予防対策  

県内のその他の民有鉄道事業者は、地震による災害発生時における旅客の安全確保と円滑な輸送

を図るため、各事業者の災害予防対策規程等の定めるところにより、東日本旅客鉄道株式会社に準

じて予防対策を実施するものとする。 
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第８節 電気通信施設等災害予防対策 

（東日本電信電話(株)福島支店） 

【災害発生時の対応については第３章 第22節 生活関連施設の応急対策を参照】 

 

電話施設の予防対策は、災害時においても、通信の確保ができるよう、平常時から設備の防災構造

化を実施する。また、災害が発生した場合に備えて、東日本電信電話(株)福島支店に災害等対策実施

細則を制定し迅速かつ的確な措置を行えるよう、万全の体制を期する。 

 

第１ 施設の現況 

１ 建造物・設備等の現況   

(1) 交換機設置ビル 

過去の大規模な地震や被害状況を参考として、耐震、耐火構造のビル設計を行うとともに、地

震に起因する火災や降雨による浸水等の二次災害を防止するため、地域条件に即して防火扉、防

水扉等を設置している。 

(2) 所内設備 

ア 所内に設備する通信用機器は、地震動による倒壊、損傷を防止するため、支持金物等による

耐震措置を行うとともに、脱落防止等の措置を行っている。 

イ 通信機械室に装備してある器具・工具、試験器等は、耐震対策を施し、棚等は不燃性のもの

を使用している。 

(3) 所外設備 

ア 地下ケーブル 

地下ケーブルは、耐震性の高い洞道への収容及び移設を随時実施している。 

イ 橋梁添架ケーブル 

二次的災害の火災による被害を想定して、耐火防護及び補強を実施している。 

２ 災害対策用機器  

(1) 災害対策用無線機 

ア 地域的な孤立を防止するための孤立防止用衛星通信方式（KU-1ch）を県内の役場、支所、出

張所等の７箇所に配置している。  

イ その他、復旧作業用として衛星携帯電話機を常備している。 

(2) 非常用可搬型交換装置 

所内通信設備が被災した場合、重要な通信を確保するため、代替交換機装置として、全国主要

都市に非常用可搬型交換装置を配備している。 

(3) 移動電源車 

災害時等の長時間停電対策として、移動電源車を福島県内主要拠点に配備している。 

  東日本電信電話(株) 福島支店   （1,000ＫＶＡ）  １台 

                    （500ＫＶＡ）  ２台 

                    （150ＫＶＡ）  ４台 

                    （ 30ＫＶＡ）  ４台 
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(4) 所外設備応急用資材 

所外設備が被災した場合、応急措置として、各種応急用ケ－ブル等を配備している。 

 

第２ 実施計画 

１ 施設・設備等の確保施策 

電気通信設備を確保するために次の諸施策を計画し、実施中である。 

(1) 公共機関等の加入者の必要な通信を確保するため、ケ－ブルの２ル－ト化と回線の分散収容を

図る。 

(2) 通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限度の通信ができるよう、必要な場所に臨時公衆

電話を設置し、一般県民の使用に供する。 

(3) 架空ケ－ブルは、地震及び地震による二次災害（火災）に比較的弱いので、地下化の望ましい

区間は地下化を促進する。 

(4) 交換機設置ビル相互間を結ぶケ－ブルは、経路の分散化を推進する。 

(5) 商用電源が停止した場合の対策として、予備エンジンを常備しているが、さらに被災した場合

を考慮して、移動電源装置、可搬型電源装置を配備している。 

(6) 災害時の通信確保及び復旧対策として、移動電源車、衛星通信システム装置を県内主要地域に

配備するとともに、配備運用体制の見直しを行う。 

２ 防災訓練 

災害予防措置及び災害応急対策措置等を円滑かつ迅速に実施できるよう次の訓練を、単独又は共

同するなどして実施する。 

(1) 気象に関する情報伝達訓練 

(2) 災害時における通信疎通訓練 

(3) 電気通信設備等の災害応急復旧訓練 

(4) 消防及び水防の訓練 

(5) 避難及び救助訓練 

３ 防災関係機関との相互協力、連携強化 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災関係機関に対し協力要請する必要

がある場合の要請方法等を明確にしておくものとする。 

(1) 物資対策 

県及び地方公共団体等に対する燃料、食料等の特別配給要請。 

(2) 電源対策 

商用電源の供給要請。 

(3) お客様対策 

お客様に対する故障情報、回復情報、輻輳回避策等の情報提供を行うための報道機関への要請。 
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第９節  道路及び橋りょう等災害予防対策 

（土木部、農林水産部、警察本部、東北地方整備局、東日本高速道路(株)） 

【災害発生時の対応については第３章 第13節 道路の確保（道路障害物除去等） 

及び第23節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策を参照】 

 

県をはじめ施設等の施設管理者は、日頃から道路施設の危険箇所の点検調査とこれに基づく対策工

事並びに橋りょうの点検調査に基づく補強等を実施し、地震に強い施設の確保に努める。 

 

第１ 県管理の道路及び橋りょう災害予防計画（県道路総室） 

１ 現況 

地震による道路の被害は、高盛土部における路体や法面の崩壊、切土部における土砂崩落等のほ

か、地盤の亀裂・陥没・沈下・隆起に伴う道路施設の破壊が予想される。 

本県の場合、複数の破砕帯、断層が存在しており、危険個所を数多く抱えている。橋りょうにつ

いては、老朽化しているものや耐震設計を満足しないもの等があるため、耐震性の向上を図るとと

もに、落橋防止対策が必要である。また、トンネルにおける、二次的な災害を防止するための防災

施設についても今後改善する必要がある。  

２ 計画目標 

法面崩壊、土砂崩落、落石等については、法面保護工の設置、落石防護工の設置を進める。老朽

橋、耐震設計を満足しない橋梁については、架替、補強を推進し、落橋防止対策を行う。 

事業の実施順序は災害時における重要度を考慮して実施する。 

３ 実施計画 

(1) 道路の整備 

道路法面の崩落が予想される箇所、路体の崩壊が予想される箇所等を把握し、対策の必要な箇

所について、工法決定のための調査を行い、その対策工事を実施する。 

(2) 橋りょうの整備 

ア 既設橋りょうの対策 

既設橋りょうは、「道路防災総点検について」（平成８年８月９日付け建設省通知）に基

づき、平成８・９年度に実施した道路防災総点検の結果等により、耐震対策が必要な橋りょ

うについて、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平成29年7月21日付け国土交

通省通知）を適用し、耐震対策を実施することを基本とする。 

ただし、優先的に耐震補強対策を実施する必要のある橋りょうについては、落橋等の甚大

な被害を防止する耐震対策（耐震性能３）を実施することとする。 

イ 新設橋りょうの建設 

新設橋りょうは、「橋、高架の道路等の技術基準の改定について」（平成29年7月21日付け

国土交通省通知）を適用し建設するものとする。 

橋りょうの耐震設計の基本的な方針としては、次のとおりである。 

(ｱ) 橋の耐震設計は、設計地震動のレベルと橋の重要度に応じて、必要とされる耐震性能を

確保することを目的として行う。 

(ｲ) 耐震設計にあたっては、地形・地質・地盤条件・立地条件等を考慮し、耐震性の高い構
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造型式を選定するとともに、橋を構成する各部材及び橋全体系が必要な耐震性を有するよ

うに配慮しなければならない。 

(3) 道路情報提供装置の整備 

道路障害発生時における道路交通情報の提供を図るため、道路情報提供装置を整備する。 

(4) 道路開通用資機材の確保 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送路としての機能を確保できるよう

(一社)福島県建設業協会各支部との協定等に基づき民間業者との協力体制を充実し、レッカー車、

クレーン車、工作車の道路開通用資機材を緊急配備ができるように体制の整備を図る。 

 

第２ 直轄管理の国道及び橋りょう災害予防計画（東北地方整備局） 

１ 現況 

地震による道路の被害としては、洪積層地域では亀裂・陥没・沈下・隆起が、高盛土部では地す

べり・地割れ等が、また切土部・山岳部においては土砂崩壊・落石等が予想される。その他、軟弱

地盤地帯では地震による液状化も予想される。 

また、橋りょうについては、損傷等も予想される。 

２ 計画目標 

土砂崩壊、落石等の危険個所については、法面防護工の設置、また、老朽橋については架換え、

補強等を行い、震災時の避難、緊急物資の輸送に支障のないようにする。 

３ 実施計画 

(1) 道路の整備 

震災時における道路機能の確保のため、所管道路について、必要な点検・調査を実施し、補修

等対策工事の必要箇所を指定して道路の整備を推進する。 

ア 道路切土法面、盛土法面等の点検調査 

道路路面への崩落が予想される法面箇所等について、必要な点検・調査を実施する。 

イ 道路の防災対策工事 

上記アの点検・調査に基づき道路の防災対策工事が必要な箇所について、工事を実施する。 

(2) 橋りょうの整備 

震災時における橋りょう機能の確保のため、所管橋りょうについて必要な点検・調査を実施し、

補強等対策工事を推進する。 

ア 橋りょう耐震点検調査 

所管施設の地震に対する安全性等に関して必要な点検・調査を実施する。 

イ 橋りょうの耐震補強の実施  

上記アの点検・調査に基づき補強等対策工事が必要な橋りょうについて、補強工事を実施

する。 

ウ 耐震橋りょうの建設 

新設橋りょうは、道路橋示方書に基づき建設する。 

(3) 道路啓開用資機材の確保 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送路としての機能を確保できるよう

民間との応援協定等に基づき、道路啓開用資機材を緊急配備ができるよう体制の整備を図る。 
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第３ 高速自動車道及び橋りょう災害予防計画  

１ 現況  

現在、本県を通過する東日本高速道路(株)管理の高速道路は、東北自動車道、磐越自動車道及び

常磐自動車道の３路線であり、県内の総延長は、約395キロメ－トルである。 

構造は高架、橋りょう、トンネル、盛土部等からなり、高架、橋りょうなどについては、「橋、

高架の道路等の技術基準について」（平成13年12月27日付け国土交通省通知）に従い設計されてい

る。  

県内に19箇所あるトンネルの防災設備については、手動通報機、消火器、非常用電話、情報板は、

全箇所に整備されている。 

その他、非常用電話は、本線上の上下線各路肩に約１㎞ピッチで配置され、可変式情報板は本線

上の上下線各インターチェンジ出口付近及び各料金所入口と一般道路との接続部等に設置されて

いる。 

＊東北道～福島トンネル 

磐越道～合戸、渡戸、新風越、高玉東、高玉西、新中山、鞍手山、関都、七折、束松、鳥屋山、

西会津、長坂、龍ケ獄トンネル、黒森山トンネルの一部、 

常磐道～好間、大久、原町トンネル 

２ 計画目標  

高速道路は、耐震設計基準に従い、地質・構造等の状況に応じて安全性の確保が図られているが、

さらに安全性を高めるために、必要な補強、点検、整備等を行う。 

３ 実施計画 

(1) 地震に対し十分耐え得るよう設計施工されており、落橋の可能性は少ないが、定期的に点検を

実施する。 

(2) 通行障害発生時における道路情報提供を図るべく、必要な箇所については各種情報板の改良整

備を行う。 

(3) トンネル内障害発生時における防災設備について、必要に応じてトンネル内の防災設備の改良

整備を行う。 

(4) 災害応急復旧用各種車両、資機器材等の備蓄、拡充に努める。 

 

 

区  分 
東北自動車道 磐越自動車道 常磐自動車道 

箇所 延 長 箇所 延 長 箇所 延 長 

 
高架、橋りょう 

箇所 
79  

ｍ 
4,150  

箇所 
99  

ｍ 
13,436  

箇所 

87 

ｍ 

17,640 

トンネル 1  909  15  21,591  3 2,566 

盛土、その他  110,541   116,973   107,494 

合計  115,600   152,000   127,700 

 （盛土、その他の数字は土工延長） 
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第４ 農道・林道及び橋りょう災害予防計画（県農村整備総室、森林林業総室） 

１ 現況  

地震による農道・林道の被害は、切土部及び山腹斜面の土砂崩落、落石等の発生が予想される。

また、局所的ではあるが、高盛土部分の路体の破壊が予想される。 

橋りょうについては、経年により老朽化しているもの、耐震上不十分なもの等が見受けられ、落

橋防止対策が必要である。 

２ 計画目標  

農山村地域の生活道路として、また、避難路としての機能を確保するため、土砂崩落及び落石の

危険箇所に対する法面保護工等の措置、また、老朽橋については架換補強等を推進して、震災時の

通行及び輸送の確保を図る。 

３ 実施計画 

(1) 農道・林道の保全整備 

法面の崩落、落石等の危険箇所については、各管理者の調査によりその箇所を把握するととも

に、県（農村整備総室、森林林業総室）と協議の上、計画を樹立し、法面保護施設の工事を実施

し、危険箇所の解消を図っていく。 

(2) 橋りょうの整備  

農道橋りょうについては、農道管理者が個別施設計画に基づき、定期的な点検と計画的な予防

保全対策を実施する。 

また、林道橋りょうについては林道技術基準に基づき、耐震構造として設計架橋されているが、

老朽橋並びに木橋については架替え、補強の必要があり、林道管理者の調査計画により順次実施

する。 

 

第５ 道路付帯施設災害予防計画（警察本部） 

１ 現況 

地震による交通安全施設の被害は、施設の倒壊、損傷、信号灯器の滅灯等が予想される。 

したがって、軟弱地盤地帯における施設の調査と補強及び老朽施設の更新並びに主要交差点信号

機の滅灯に対処するため、交通信号機電源付加装置（発動発電機等）の整備が必要である。 

２ 計画目標 

軟弱地盤箇所施設及び老朽施設については、更新、補強等を推進する。 

主要交差点については、交通信号機電源付加装置の整備を推進する。 

３ 実施計画 

(1) 地盤軟弱地帯の調査と補強 

施設の設置場所について必要な調査を行うとともに、人家や道路上に倒壊するおそれのあるも

のについては、補強、補修を実施する。 

(2) トンネル防災施設の整備 

県内の主要トンネルについて、トンネル防災施設の整備を促進する。 

(3) 老朽信号機等の更新、整備 

老朽信号機、道路標識等の交通安全施設については、交通安全施設等整備計画により計画的に

更新、整備する。 

(4) 信号機電源付加装置の整備 

県内の主要交差点に信号機電源付加装置を整備する。 
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(5) 可搬式発動発電機の整備 

災害により信号機に障害が発生した場合、信号機機能の仮復旧又は信号機による交通整理を行

うための可搬式発動発電機を整備する。 

(6) 道路交通情報収集、提供装置の整備 

道路障害発生時における、道路交通情報の収集、提供を図るため道路交通情報収集、提供装置

を整備する。 

(7) 電源バックアップシステムの整備 

災害の発生に備え、交通管制センター（サブセンタ－）の耐震機能の強化を推進するとともに、

停電に対処するため、電源バックアップシステムを整備する。 

 

第６ 電線共同溝の整備（各道路管理者） 

１ 現況 

地震の発生により道路敷を占有している電柱類が破損し、電線類（電力線、電話線他）の機能支

障が生じるとともに、道路交通の障害となることが懸念されるため、被害の生じにくい地中化の推

進が重要である。 

このため、災害時における安全性向上に資する収容施設としての電線共同溝の整備を図る必要が

あると考えるが、福島県における整備率は低い状況にある。 

２ 計画目標 

道路管理者は、東北電力ネットワーク(株)、東日本電信電話(株)等の事業者と協議のうえ、電線

共同溝の整備を推進する。 
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第10節 河川・海岸等災害予防対策 

（土木部、農林水産部） 

【災害発生時の対応については第３章 第23節 

道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策を参照】 

 

河川、港湾、漁港、海岸、ダムなどは、地域住民の生命・財産を守り、産業の発展に欠かせない施設

である。これらの施設の整備に当たっては耐震性に十分配慮し、計画的に予防対策を実施する必要があ

る。 

 

第１ 河川管理災害予防対策 

１ 現状 

本県の管理する河川は、一級河川、二級河川あわせて491河川、延長約4,642㎞であり、その整備

率は47.7％となっている。一方、流域内においては都市化が急速に進み、人口、資産が集中してお

り、このような状況で地震により堤体等の被災が生じた場合には、特に堤内地盤高が低い箇所では、

大きな被害が発生するおそれがある。（平成25年３月31日現在） 

２ 計画（河川港湾総室） 

河川改修については、今後とも計画的に推進する。 

また、地震により河川管理施設が被災した場合は、早急に復旧し浸水被害に備える。 

 

第２ 港湾・漁港施設災害予防対策 

１ 現状 

(1) 港湾 

本県の管理する港湾は重要港湾の小名浜港、相馬港、地方港湾の江名港、中之作港及び猪苗代

湖の翁島港、湖南港、さらに避難港の久之浜港の合計７港がある。 

小名浜港は、新産都市、常磐・郡山地区の中核として、また、南東北の物流拠点として重要な

役割を担っており、背後の陸上交通網の整備、特に高速自動車道路網等の整備と相まって、より

広域的な背後経済圏をもつ物流港湾としての機能を持っている。なお、緊急物資等の輸送のため、

５号ふ頭第１号岸壁を耐震強化岸壁として供用している。 

相馬港は、本県北部と山形、宮城両県南部を経済圏域とし、地域経済の振興上重要な役割を担

っており、物資流通の拠点港湾として、また、背後地における相馬地域開発計画に基づく相馬中

核工業団地等を支える港湾として重要な役割をもっている。なお、緊急物資等の輸送のため、３

号ふ頭-12ｍ岸壁を耐震強化岸壁として供用している。 

地方港湾については、地域産業の振興を促す基盤として、各港の特性を生かし施設の整備を図る

必要がある。これらの港湾施設が地震災害を受けると生活基盤や、経済活動に大きな影響を与える。 

(2) 漁港 

本県の管理する漁港は、第３種漁港２港（松川浦、請戸）、第２種漁港６港（豊間、久之浜、

勿来、四倉、釣師浜、真野川）、第１種漁港２港（小浜、富岡）の計10港がある。 

松川浦漁港、請戸漁港は沖合、沿岸漁港の拠点として重要な役割を担っている。 

なお、緊急物資等の輸送のため、請戸漁港の４ｍ岸壁を耐震化岸壁として整備完了している。 

また、第２種漁港の釣師浜漁港、真野川漁港、久之浜漁港、四倉漁港、豊間漁港、勿来漁港及
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び第１種漁港の小浜、富岡漁港は、各地域の水産業の振興に役立っている。 

これらの施設は漁業生活者に欠かせないものであり、地震による被災は、これら漁民の生活に

大きな影響を与える。 

２ 計画（河川港湾総室） 

港湾については、社会資本整備重点計画に基づき港湾施設の整備を促進し、漁港については、水

産基盤整備計画に基づき施設の整備を促進する。 

これらの施設整備に当たっては緊急輸送物資等の輸送のため、耐震強化岸壁へのアクセス経路等

に関しても必要に応じ、耐震強化を図る。 

また、被災地の復旧・復興の支援拠点港としての港湾、漁港の機能強化を図るため、岸壁だけで

はなく、背後地域等とも一体となった空間として機能する防災拠点としての強化を図る。 

 

第３ 海岸保全施設災害予防対策 

１  現状 

本県の海岸線の延長は約163km あり、このうち約111km については、国土交通省、水産庁、農林

水産省の３省庁によって所管される海岸保全区域に指定されている。また、海岸保全区域のうち約

99kmについては堤防・消波堤等の海岸保全施設が設置されていたが、東日本大震災によりほぼ全域

の施設が被災したため、早期復旧に向けて工事等を実施している。（平成25年３月末日現在） 

この海岸保全施設に、地震による被害が生じた場合、特に堤内地盤高が低いところでは、高潮・

津波の来襲時には大きな浸水被害が発生するおそれがある。 

２ 計画（河川港湾総室、農村整備総室） 

高潮や津波等の危険から国土の保全を図るべく、今後とも海岸保全施設の新設・強化を推進する。 

また、地震により海岸保全施設が被災した場合は、早急に復旧し、高潮・津波の来襲に備える。 

 

第４ ダム施設等災害対策 

１ 現状 

本県のダムは、国土交通省所管の管理ダムが、現在、国直轄で３カ所、県で10カ所の計13カ所あ

り、建設中のダムが県で１カ所となっている。一方、農林水産省所管ダムは、国直轄が10カ所、県

及び市町村等が40カ所の計50カ所が供用開始されており、建設中のダムはない。また、東北電力(株)、

電源開発(株)等が管理するダムが18カ所となっている。 

ダム施設においては、河川管理施設等構造令及び同施行規則により、構造計算に用いる設計震度

の値が、ダムの種類及び地域別に定められており、これに基づき設計施工されているので十分安全

性を有している。 

２  計画（河川港湾総室、農村整備総室、東北地方整備局等） 

ダムは、上記構造令等に基づき設計、施工されたものであり、防災計画目標として、改訂・ダム

構造物管理基準（1986年５月社団法人日本大ダム会議）により保守管理を行う。 

 

第５ ため池施設災害対策 

１ 現状 

本県には、農業用ダム・ため池が4,064カ所あり、大半が江戸時代後期、明治初期に築造された

老朽化したため池で老朽化が進んでいる。これらのため池が決壊した場合、下流の住宅や公共施設

等に甚大な被害を与えるおそれがある。 
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２ 計画（農村整備総室） 

ため池の防災・減災対策に当たっては、地震による破損等で決壊した場合に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や、下流に甚大な被害を与えるおそれやのあるため池

を「防災重点農業用ため池」として指定し、堤体補修等のハード対策を実施するとともに、緊急連

絡体制等の整備やハザードマップ作成などのソフト対策も実施し、住民への周知による被害の軽減

を図る。 
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第11節 地盤災害等予防対策 

（土木部、農林水産部） 

地震による被害の大きさは、地盤の特性及び地形等が大きな要素を占めている。したがって、地震に

よる被害を未然に予防又は軽減するためには、その土地の地形、地質及び地盤を十分に理解し、その土

地の自然特性及び災害特性に適した土地利用を計画的に実施していく必要がある。 

このため、今後適正な土地利用を推進するとともに災害時の被害を軽減するための諸対策を実施して

いく。 

 

第１ 土石流災害予防対策 

１ 現状 

土石流危険渓流では、地震により山腹崩壊等が発生し、渓流内に堆積した土砂が土石流として県

民の生命や財産に大きな被害を与えることが予想される。本県では、土石流の発生するおそれのあ

る渓流は4,272渓流であり、その対策として砂防えん堤等により施設整備を図っており、現在、381

渓流が概成している。（平成25年３月31日現在） 

また、山地に関連する崩壊土砂流出危険地区数は3,105箇所となっており、これまで836箇所が概

成している。（平成24年３月31日現在） 

２ 計画 

(1) 県（河川港湾総室）  

地震や降雨に伴う土石流による災害から県民の生命と財産を守るため、ハード対策として避難

場所や避難路等の防災施設や要配慮者関連施設の保全を重点化した砂防施設整備を推進すると

ともに、ソフト対策として関係市町村に対し、土石流危険渓流や砂防指定地、土石流災害に対処

するための警戒避難に関する資料を提供したり、土石流災害による被害を軽減するため、土石流

に関する土砂災害警戒区域等の指定と、関係市町村と連携しながら危険渓流の周知や雨量等の情

報提供に努め、地域住民の警戒避難体制の強化を促進させるなど、総合的な土砂災害対策を推進

する。 

(2) 県（森林林業総室） 

関係市町村に山地災害危険地区についての関係資料等を提供して住民への周知徹底を図ると

ともに、地震後及び梅雨期など必要とするときには、危険箇所の点検を実施する。 

また、地震やその後の降雨等により、山腹崩落及び地すべりによって発生した土砂等が土石流

となって流出し、山地災害が発生する恐れがあると想定される集落等に近接する危険渓流につい

て、治山事業の促進を図る。 

 

第２ 地すべり災害予防対策 

１ 現状  

地すべり危険箇所では、地震により地すべりが誘発助長され、県民の生命や財産に大きな被害を

与えることが予想される。県内の地すべり危険箇所は、国土交通省が所管しているものが143箇所、

農林水産省が所管しているものが263箇所あり、その対策として地下水排除工等により施設整備を

図っており、現在、国土交通省所管で62箇所（平成24年３月31日現在）、農林水産省所管で75箇所

（平成24年３月31日現在）が概成している。 
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２ 計画 

(1) 県（河川港湾総室） 

地震や降雨に伴う地すべりによる災害から県民の生命と財産を守るため、ハード対策として地

すべり活動中または活動の恐れの大きい区域の地すべり防止施設整備を推進するとともに、ソフ

ト対策として関係市町村に対し、地すべり危険箇所や地すべり防止区域、地すべり災害に対処す

るための警戒避難に関する資料を提供したり、地すべり災害による被害を軽減をするため、地す

べりに関する土砂災害警戒区域等の指定と、関係市町村と連携しながら危険箇所の周知や雨量等

の情報提供に努め、地域住民の警戒避難体制の強化を促進させるなど、総合的な土砂災害対策を

推進する。 

(2) 県（森林林業総室） 

急峻な地形と、脆弱な地質、豪雪等の気象条件により地すべり危険地区等が多数残存している

ことから、地すべりによる災害を未然に防止するため、住民への危険地区等の周知を行うととも

に、これらの地域が地震等により助長・誘因されないよう地すべり等防止法による防止地域の指

定を進め、地すべり防止事業を推進する。 

 

第３ 急傾斜地災害予防対策 

１ 現状 

急傾斜地崩壊危険箇所では、地震により地盤が緩み、斜面崩壊や落石が発生し、県民の生命や財

産に大きな被害を与えることが予想される。県内の急傾斜地崩壊危険箇所は4,274箇所あり、その

対策として法面工等により施設整備を図っており、364箇所が概成している（平成25年３月31日現

在）。 

また、山地に関連する山腹崩壊危険地区数は、2,386箇所となっており、これまで818箇所が概成

している（平成24年３月31日現在）。 

２ 計画 

(1) 県（河川港湾総室） 

地震や降雨に伴うがけ崩れによる災害から県民の生命と財産を守るため、ハード対策として避

難場所や避難路等の防災施設や要配慮者関連施設の保全を重点化した急傾斜地崩壊防止施設整

備を推進するとともに、ソフト対策として関係市町村に対し、急傾斜地崩壊危険箇所や急傾斜地

崩壊危険区域、がけ崩れ災害に対処するための警戒避難に関する資料を提供したり、がけ崩れ災

害による被害を軽減をするため、がけ崩れに関する土砂災害警戒区域等の指定と、関係市町村と

連携しながら危険箇所の周知や雨量等の情報提供に努め、地域住民の警戒避難体制の強化を促進

させるなど、総合的な土砂災害対策を推進する。 

(2) 県（森林林業総室） 

関係市町村に山地災害危険地区についての関係資料等を提供して住民への周知徹底を図ると

もに、梅雨期など必要と判断される時には危険箇所の点検を実施する。 

また、地震により、山地災害が甚大になると想定される集落等に近接する危険箇所について、

治山事業の促進を図る。 

 

第４ 造成地の災害予防対策 

１ 現状 

造成地に発生する地震による災害の防止を図るため、宅地造成等規制法、都市計画法、建築基準

法においてそれぞれ規定されている宅地造成、開発許可及び建築確認等の審査及び当該工事の施工
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において、指導、監督を行っている。 

２ 造成地における基準等（都市総室） 

(1) 災害危険区域等の扱い 

災害危険区域（建築基準法）、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域の各区域内の土地に

ついては、都市計画法に基づき、原則として開発行為を認めない。 

(2) 人工がけ面の安全措置 

宅地造成により生ずる人工がけ面は、その高さ、勾配、土質に応じ、擁壁の設置、その他の安

全措置を講ずる。 

(3) 軟弱地盤の改良 

宅地造成をしようとする土地の地盤が軟弱である場合は、地盤改良を行うこととする。 

(4) 消防水利の設置 

宅地造成地内には、必要に応じ、消防法の基準に適合する消防水利を設置する。 

(5) 設計者の資格 

一定規模以上の宅地造成については、その設計図書の作成は一定の資格を有する者によること

とする。 

(6) 小規模造成地の扱い 

宅地造成・開発の許可対象とならない小規模な造成地については、建築確認の際その安全につ

いて指導する。 

 

第５ 液状化災害予防対策 

公共・公益施設の管理者は、施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止す

る対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施するほか、開

発事業者は、大規模開発に当たって、国及び地方公共団体と十分な連絡調整を図るものとする。 

また、県（建築総室）及び建築主事を置く市は、個人住宅等の小規模建築物についても、液状化

対策に有効な基礎構造等についてマニュアル等による普及を図るものとする。 

国、県及び市町村は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップ及び液状

化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するよう努めるとともに、滑動崩落の

おそれが大きい大規模盛土造成地において、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努める

ものとする。 

 

第６ 二次災害予防対策 

県（河川港湾総室、森林林業総室）及び市町村は、地震、降雨等による二次的な災害を防止する

ための砂防関係施設及び土砂災害警戒区域等を、専門技術者（斜面判定士、山地防災ヘルパー）等

を活用し点検する体制の整備を図るものとする。 

また、市町村は危険性が高いと判断された箇所についての警戒体制、関係機関及び地域住民への

周知体制、避難誘導体制等についてもあらかじめ検討しておくものとする。 
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第12節 火災予防対策 

（危機管理部、保健福祉部、土木部、市町村、消防本部） 

【災害発生時の対応については第３章 第７節 消火活動を参照】 

 

地震発生時における被害の拡大を防ぐためには、火災を最小限にとどめることが重要であり、同時多

発的な火災の発生を未然に防止し、出火防止、初期消火の徹底、体制の整備、火災の拡大要因の除去及

び消防力の強化などの対策を実施する必要がある。 

 

第１ 出火防止対策 

１ 防火防災意識の高揚啓発 

地震発生時には、同時多発的な出火の可能性が高いため、県（危機管理総室、森林林業総室）、

市町村及び消防本部は、春・秋季の全国火災予防運動をはじめとする各種火災予防運動等を通じ、

地震発生時の出火防止に関する知識の普及啓発活動を推進する。 

また、ライフラインの復旧時に出火する場合もあるので、電気のブレーカーの遮断及びガスの元

栓閉鎖など避難時における対応についての普及啓発を図る。 

２  住宅防火対策の推進   

市町村及び消防本部は地震発生時における住宅からの火災発生を未然に防止するため、対震安全

装置付火気使用設備器具の普及に努めるとともに、住宅防火診断等を通じ、各家庭における火気使

用設備・器具の適切な使用方法を指導する。 

特に、住宅火災による被災の危険性が高い寝たきり又は一人暮らしの高齢者、身体障がい者の家

庭について優先的に住宅防火診断等を実施する。 

３  防火管理者制度の効果的運用 

火災による人的、物的損害を最小限度に止めるため、防火対象物の防火管理体制を強化し、失火

の防止、出火の際の早期通報、初期消火及び避難誘導を確実に行える体制を確立する必要がある。

そのため、消防本部は防火管理者講習等を開催するとともに、選任義務のある防火対象物には必ず

防火管理者が置かれるように選任、解任届を励行させる。 

４ 予防査察指導の強化 

火災の未然防止には、建物及び消防用設備の維持管理が重要であり、消防本部は年間計画に基づ

き予防査察を計画的に実施するとともに、特に旅館、百貨店等不特定多数の者が出入りする施設に

ついては、立入検査を励行し管理権限者に対する防火体制の徹底について指導を行う。 

 

第２ 初期消火体制の整備 

１ 消火器等の普及 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第４ １」を参照するものとする。 

２ 自主防災組織の初期消火体制 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第３  火災拡大要因の除去計画 

１ 道路等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第５ １」を参照するものとする。 
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２ 建築物の防火対策 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 薬品類取扱施設対策 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第５ ３」を参照するものとする。 

 

第４ 消防力の強化及び広域応援体制の整備 

１ 消防力の強化 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第１ １」を参照するものとする。 

２ 広域応援体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第２ １」を参照するものとする。 

３ 緊急消防援助隊等の派遣要請及び受入体制 

このことについては、「一般災害対策編第２章第５節第２ ２」を参照するものとする。 

 

第５  消防水利の整備 

県（危機管理総室）は、各市町村に対し、地震による消火栓等人工水利の障害に対応できる耐震

性の貯水槽の整備や海水利用型消防水利システムの導入、また、河川水、海水等を活用した自然水

利の確保など水利の多様化に努め、消防水利の基準を達成するよう指導を行う。 

 

第６ 救助体制の整備 

各消防本部は、高性能の救助工作車や、高度救助用資機材を整備し、震災に対応できるよう訓練

を充実する。 

また、市町村は自主防災組織にコミュニティ資機材整備による救助用資機材を整備し、かつ訓練

を行うなど初期救助の体制整備を図る。 
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第13節 積雪・寒冷対策 

（危機管理部、企画調整部、土木部、市町村、各道路管理者） 

【災害発生時の対応については第３章 第22節 生活関連施設の応急対策を参照】 

 

積雪・寒冷期において地震が発生した場合、他の季節に発生する地震災害と比べて、積雪により被害

が拡大することや緊急輸送路、避難路・避難場所の確保等に支障が生ずる場合が想定される。 

このため、県、積雪寒冷地域の市町村及び防災関係機関においては、積雪・寒冷対策を推進し、地震

災害の軽減に努める。 

 

第１ 積雪・寒冷対策の推進 

積雪期に対応した地震対策は、除・排雪体制の整備、雪に強いまちづくり等、総合的・長期的な

積雪・寒冷対策の推進により確立される。 

このため、県（地域づくり総室、道路総室、警察本部）、市町村及び防災関係機関は、福島県豪

雪地域対策連絡協議会による豪雪時における対策要領を定め、この要領に基づき、相互に連携協力

して実効ある積雪・寒冷対策の確立に努める。 

 

第２ 交通の確保 

１ 道路交通の確保 

地震発生時には、県や市町村と防災関係機関の行う緊急輸送等の円滑な実施を図るため、緊急輸

送路の確保を図ることが重要である。 

このため、道路管理者（国、県（道路総室）、市町村、東日本高速道路(株)等）は、除・排雪体

制の充実を図るとともに、防雪施設（スノーシェッド、雪崩予防柵等）、消融雪施設等の整備を推

進し、安全な道路交通の確保に努める。 

(1) 防災体制の充実 

道路管理者は、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の整合性のとれた除雪体制を強

化するため、相互の緊密な連携の下に除雪計画を策定する。 

また、道路管理者は、除雪区間の伸長と除雪水準の向上を図るため、自然条件（地形、積雪状

況等）に適合した除雪機械の充実に努める。 

(2) 積雪寒冷地域に適した道路整備の促進 

道路管理者は、冬期交通の確保を図るため、道路整備、雪崩等による交通障害を予防するため

の防雪施設の整備、消融雪施設の整備等を推進する。 

２ 航空輸送の確保 

地震による道路交通の一時的なマヒにより、豪雪山間地域では孤立する集落が発生することが考

えられるため、県（危機管理総室）及び防災関係機関は、孤立集落に対するヘリコプター等による

航空輸送の確保を図る。 

また、県（危機管理総室）及び市町村は、孤立が予想される集落のヘリポートの確保を促進する

とともに、臨時ヘリポート（場外離発着場を含む。）の除雪体制の強化を図る。 
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第３ 雪に強いまちづくりの推進 

１ 家屋倒壊の防止 

県（建築総室）及び市町村は、住宅の耐震性を確保し、屋根雪荷重の増大による地震時の家屋倒

壊等を防止するため、建築基準法の構造規定を遵守するよう指導等に努める。 

また、市町村は、自力で屋根雪の処理が困難な世帯に対して、ボランティアによる協力など地域

における相互援助体制の確立に努める。 

２ 積雪期における避難路・避難場所の確保 

県（道路総室）、市町村及び防災関係機関は、消融雪施設（流雪溝等）の整備を進めるとともに、

避難路・避難場所の確保に努める。 

３ 雪崩危険箇所の対策 

県（河川港湾総室）は、雪崩による危険の著しい箇所については、災害を未然に防止するため災

害危険区域を設定し、雪崩対策事業等を推進するとともに、関係市町村と連携しながら雪崩危険区

域等を地域住民に周知し、専門技術者等を活用して定期的な巡視を行うなど、警戒避難体制を強化

する。 

 

第４ 寒冷対策の推進 

１ 避難所対策 

避難施設における暖房等の需要増大が予想されるため、積雪寒冷地域の市町村はストーブ等電源

を要しない暖房機具、燃料のほか、積雪寒冷期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、

スコップ、救出用スノーボート等）の備蓄に努める。 

また、停電時における暖房設備の電源確保のため、非常用電源等バックアップ設備の整備に努め

る。 

２ 被災者及び避難者対策 

市町村は、被災者及び避難者に対する防寒用品の整備・備蓄に努めるとともに、応急仮設住宅は、

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

者・避難者の生活確保のための長期対策を検討しておく必要がある。 

 

第５ スキー客等に対する対策 

多数のスキー客等が集中するスキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト、ゴンドラ施設、

ロッジ等の損壊や雪崩の発生等により多くのスキー客が被災することも想定される。 

このため、市町村、スキー場管理者は、連携して救急搬送体制、医療救護体制、さらにはスキー

場周辺の宿泊能力等の調査に基づくスキー客の受入れ体制などのスキー客等への対策についてあら

かじめ計画しておくものとする。 
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第14節 緊急輸送路等の指定 

（危機管理部、土木部、警察本部、東北地方整備局、市町村、東日本高速道路(株)） 

【災害発生時の対応については第３章 第13節 道路の確保（道路障害物除去等） 

及び第３章 第14節 緊急輸送対策を参照】 

 

県は、災害応急対策活動の実施に必要な物資、資機材、要員等の広域的な輸送を行うため、各拠点と

の有機的連携を考慮し、緊急輸送路等を事前に指定するとともに、指定された緊急輸送路等の管理者は

、それぞれの計画に基づき、その整備を実施する。 

 

第１ 緊急輸送路等の指定 

県は、陸、海、空のあらゆる交通手段を活用した緊急輸送のネットワーク化を図るため緊急輸送

路等を指定する。 

１ 緊急輸送路 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ １」を参照するものとする。 

２ 緊急支援物資等受入れ港 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 緊急支援物資等受入れ空港 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ ３」を参照するものとする。 

４ ヘリコプター臨時離着陸場 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ ４」を参照するものとする。 

５ 広域陸上輸送拠点 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ ５」を参照するものとする。 

６ 市町村緊急輸送路等の指定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第１ ６」を参照するものとする。 

７ 緊急輸送路等の耐震化 

県緊急輸送路等及び市町村緊急輸送路に面する建築物について、「福島県耐震改修促進計画」に

基づき耐震診断・耐震改修の促進に努める。 

 

第２ 緊急輸送路等の整備 

   このことについては、「一般災害対策編第２章第８節第２」を参照するものとする。 
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第15節 避難対策 

（危機管理部、保健福祉部、県教育委員会、市町村、消防本部、その他関係機関） 

【災害発生時の対応については第３章 第10節 避難 

及び第11節 避難所の設置・運営を参照】 

 

大地震による災害は、火災、津波などの二次災害と相まって、大規模かつ広域的なものとなるため、

県、市町村及びその他の防災関係機関等において、適切な避難計画の整備、避難対策の推進を図る。 

 

第１ 避難計画の策定 

市町村は、地震による火災、家屋の倒壊、津波、山崩れ、地すべり等の災害発生時に、安全かつ

迅速な避難誘導が行えるよう、市町村地域防災計画の中に、次の事項を内容とした避難計画を策定

する。 

なお、避難計画の策定に当たっては、避難先の伝達方法、避難の長期化、県外も含めた市町村間

を越えた広域避難の際のコミュニティを維持しながらの避難先の指定についても考慮するものと

する。 

１ 避難指示等を発令する基準  

２ 避難指示等の伝達方法 

３ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、対象地区、対象人口及び責任者 

４ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

５ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

(1) 給水措置 

(2) 給食措置 

(3) 毛布、寝具等の支給 

(4) 衣料、日用必需品の支給 

(5) 負傷者に対する応急救護 

(6) 家庭動物との同行避難のためのケージ等の支援 

６ 指定避難所の管理に関する事項 

(1) 避難所の管理者（原則として市町村職員を指定）及び運営方法 

(2) 避難収容中の秩序保持 

(3) 避難者に対する災害情報の伝達 

(4) 避難者に対する応急対策実施状況の周知徹底 

(5) 避難者に対する各種相談業務 

７ 指定避難所の整備に関する事項 

(1) 収容施設 

(2) 給食施設 

(3) 給水施設 

(4) 情報伝達施設 

(5) トイレ施設（仮設トイレ、防疫用資機材、清掃用資機材等） 

(6) 家庭動物等の保管施設 
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８ 高齢者、障がい者等の要配慮者に対する救援措置に関する事項 

(1) 情報の伝達方法 

(2) 避難及び避難誘導 

(3) 避難所における配慮等 

(4) 老人デイサービスセンターの活用等 

９ 避難の心得、その他防災知識の普及啓発に関する事項 

(1) 広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

(2) 標識、誘導標識等の設置 

(3) 住民に対する巡回指導 

(4) 防災訓練等 

 

第２ 指定緊急避難場所の指定等 

市町村が策定する避難計画において定める指定緊急避難場所は、災害対策基本法第49条の４の規

定に基づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

指定緊急避難場所については、市町村は、地震に伴う津波や火災に対応するため、災害に対して

安全な構造を有する施設又は周辺等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすお

それのある物が無い場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の解放を行うことが可能な管理体

制等を有するものを指定し、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、

必要に応じ、大規模な火事の輻射熱に対して安全な空間とすることに努めるものとする。 

１ 指定緊急避難場所の指定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第２ １」を参照するものとする。  

２ 管理者の同意 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 知事への通知等 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 管理者の届出義務 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 指定の取消 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第２ ５」を参照するものとする。 

 

第３ 指定避難所の指定等 

市町村が策定する避難計画において定める指定避難所は、災害対策基本法第49条の７の規定に基

づきあらかじめ指定等の手続きをしておくものとする。 

１ 指定避難所の指定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ １」を参照するものとする。 

２ 管理者の同意 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 知事への通知等 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 管理者の届出義務 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ ４」を参照するものとする。 
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５ 指定の取消 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ ５」を参照するものとする。 

６ 指定した避難所の運営・管理 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第３ ６」を参照するものとする。 

 

第４ 指定緊急避難場所等を指定する場合の留意点 

１ 指定緊急避難場所と指定避難所の関係 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第４ １」を参照するものとする。 

２ 地域との事前協議 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第４ ２」を参照するものとする。 

３  学校を指定する場合の措置 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第４ ３」を参照するものとする。 

４ 県有施設の利用 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第４ ４」を参照するものとする。 

５  その他の施設の利用 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第４ ５」を参照するものとする。 

 

第５ 避難路の選定等 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第５」を参照するものとする。 

 

第６ 避難場所等の居住者等に対する周知 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第６」を参照するものとする。 

 

第７ 学校、病院等施設における避難計画 

学校、病院、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、それぞれ作成する消防計画の中に、

以下の事項に留意して避難に関する計画を作成し、避難対策の万全を図る。 

１ 学校等の避難計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第７ １」を参照するものとする。 

２ 社会福祉施設等における避難計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第７ ２」を参照するものとする。 

３ 病院における避難計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第７ ３」を参照するものとする。 

４ その他の防災上重要な施設の避難計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第７ ４」を参照するものとする。 

５ 広域避難計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第７ ５」を参照するものとする。 

 

第８ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営の推進 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第８」を参照するものとする。 
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第16節 医療（助産）救護・防疫体制の整備 

（保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字社福島県支部、(一社)福島県医師会、(公社)福島県歯科医

師会、(一社)福島県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福島県看護協会、(公社)福島県診療放射線技

師会、(一社)福島県臨床衛生検査技師会、(一社)福島県助産師会） 

【災害発生時の対応については第３章 第12節 医療（助産）救護 

及び第16節 防疫及び保健衛生を参照】 

 

地震発生時には、広域的あるいは局地的に、救助や医療救護を必要とする多数の傷病者が発生する

ことが予想され、また、医療機関においても一時的な混乱により、その機能が停止することも十分に

予測される。 

県及び市町村は、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するとともに、被害の

軽減を図るために必要な医療（助産）救護・防疫体制の整備充実を図る。 

 

第１ 医療（助産）救護体制の整備 

１ 医療（助産）救護活動体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ １」を参照するものとする。 

２  災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 災害時医薬品等備蓄供給体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ４」を参照するものとする。 

５ 血液確保体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ５」を参照するものとする。 

６ 後方医療体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ６」を参照するものとする。 

７ 災害時救急医療情報システムの整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ７」を参照するものとする。 

８ トリアージ・タッグの整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ８」を参照するものとする。 

９  傷病者等搬送体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ ９」を参照するものとする。 

10 医療関係者に対する訓練等の実施 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第１ 10」を参照するものとする。 

 

第２  防疫対策 

１ 防疫体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第２ １」を参照するものとする。 

２ 防疫用薬剤等の備蓄 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第２ ２」を参照するものとする。 
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３ 感染症患者等に対する医療体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３  応援医療体制の整備 

１ 広域的医療協力体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第３ １」を参照するものとする。 

２  応援要請のための情報連絡体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第10節第３ ２」を参照するものとする。 
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第17節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

（総務部、危機管理部、生活環境部、保健福祉部、商工労働部、農林水産部、警察本部、東北農政

局、市町村） 

【災害発生時の対応については第３章 第18節 救援対策を参照】 

県、市町村及び防災関係機関は、住民の生活を確保するため、食料、飲料水等の確保に努めるとと

もに、地震災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材等の整備を図る。 

また、県民は、最低３日分の食料、飲料水等の備蓄に努めるとともに、非常持出品（救急箱、懐中

電灯、ラジオ、乾電池等）を日ごろから備えておくものとする。 

 

第１ 食料、生活物資の調達及び確保 

１ 食料 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第１ １」を参照するものとする。 

２ 生活物資 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 燃料 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 県による物資供給体制 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第１ ４」を参照するものとする。 

 

第２ 飲料水の確保 

１ 応急飲料水の確保 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第２ １」を参照するものとする。 

２ 資機材等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第２ ２」を参照するものとする。 

 

第３ 物資等輸送力の把握 

１ 一般物資輸送力の把握 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第３ １」を参照するものとする。 

２ 燃料輸送力の把握 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 荷捌きスペースの確保 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第３ ３」を参照するものとする。 

 

第４ 防災資機材等の整備 

１ 防災資機材の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第４ １」を参照するものとする。 

２ 備蓄倉庫等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第４ ２」を参照するものとする。 
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第５ 災害廃棄物処理計画及び広域処理体制の確立 

１ 災害廃棄物処理計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第５ １」を参照するものとする。 

２ 広域処理体制の確立や民間連携の促進 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第５ ２」を参照するものとする。 

 

第６ 罹災証明書発行体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第11節第６」を参照するものとする。 
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第18節 航空消防防災体制の整備 

（危機管理部、市町村、消防本部） 

大規模地震発生時においては、同時多発的な被害の発生とともに、陸上交通網の被害が予想され、

ヘリコプターを活用した人命救助、傷病者搬送等の消防防災活動が極めて有効である。このため、県

は市町村及び消防本部と連携して、消防防災ヘリコプター「ふくしま」を導入し、航空消防防災体制

の整備を図っている。 

 

第１ 消防防災ヘリコプターの活動目的及び活動拠点 

１ 活用の目的と範囲 

地震発生により予想される被害形態を踏まえ、ヘリコプターの持つ、機能・特性を生かして次の

ような活動に利用する。 

(1) 救急・救助活動 

・傷病者発生地への医師の搬送及び医療器材等の輸送 

・陸上交通が遮断された被災者等の救出及び救急搬送 

(2) 災害応急対策活動 

・被害等の状況把握及び応急対策指揮 

・孤立した被災地等への緊急物資、医薬品等の輸送及び応援要員、医師等の搬送 

・上空からの住民への避難誘導及び情報等の伝達 

(3) 火災防御活動 

・火災における情報収集、伝達、住民への避難誘導等の広報と作戦指揮 

・陸上交通が遮断された地域への消火資機材、消火要員等の輸送 

(4) 災害予防対策活動 

・地震災害危険箇所等の調査 

・各種防災訓練等への参加 

・住民への災害予防の広報 

(5) 広域航空消防防災応援活動 

２ 消防防災ヘリコプター基地の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 消防防災ヘリコプターの運航体制 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 場外離着陸場（臨時ヘリポート等）の確保 

１ 場外離着陸場（臨時ヘリポート）の指定の推進 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第２ １」を参照するものとする。 

２ 訓練地の確保 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第２ ２」を参照するものとする。 

 

第３ 福島県ヘリコプター等運用調整連絡会議 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第３」を参照するものとする。 
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第４ 広域航空消防防災応援体制の確立 

１ 消防防災ヘリコプター応援協定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第４ １」を参照するものとする。 

２ 隣接県等とのヘリコプター相互応援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第12節第４ ２」を参照するものとする。
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第19節 防災教育 

（総務部、危機管理部、県教育委員会、市町村、市町村教育委員会、消防本部） 

【災害発生時の対応については第３章 第24節 文教対策を参照】 

 

地震による災害発生の防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るため、県、市町村及び

防災関係機関は日ごろから地震防災対策を進めるとともに、地震発生時には同時多発的な被害の発生

が予想されることから、県民一人ひとりが自らの生命と財産を守るため、日頃から個人や家庭におい

て防災対策を講じるとともに、地域やコミュニティの中で住民同士が連携した実践的な防災活動を定

期的に実施し、自助･共助の取り組みを充実させることが重要である。 

このため、県、市町村及び防災関係機関は、県民に対し地震防災上必要な防災知識の普及啓発及び

防災組織の育成指導に努めるとともに、気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震

速報の利用の心得などの周知・広報にも努めるものとする。 

また、消防学校において自主防災組織の指導者等を対象とした教育の充実を図る。 

 

第１ 一般県民に対する防災教育 

１ 防災知識の普及啓発 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第１ １」を参照するものとする。 

なお、津波対策について、避難意識の向上を図るため、視覚的な効果としてデジタル技術等を活

用するなど、津波に関する効果的な防災教育や訓練を実施するよう努める。 

また、県（危機管理総室）は、市町村等と協力し、東日本大震災の教訓や日本海溝・千島海溝沿

いの巨大地震により想定される被害等を踏まえ、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住

民等が津波からの避難を始めとして、国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行

動ができるよう次のとおり教育・広報を実施するとともに、市町村等に対し必要な助言を行うよう

努めるものとする。 

防災教育に当たっては、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織、各種の商工団体等の協

力を得るなどの多様な手段を用い、できるだけ住民等の立場を考慮した具体的な教育・広報を行う

よう配慮する。 

要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内外の住民等が日本海溝・千島海溝周辺海

溝型地震に対する防災意識を向上させ、これに対する備えを充実させるために必要な措置を講ずる

よう努める。 

防災教育に当たって、ラジオ、テレビ、映画、新聞等を含む媒体を利用するほか、可能な限り地

域の実情を反映した具体的な内容とするよう考慮する。 

地震対策の実施上の相談を受ける窓口を設置する等具体的に地域住民等が地震対策を講ずる上

で必要とする知識等を与えるための体制の整備についても留意する。 

現地の地理に不案内な観光客等に対しては、パンフレットやチラシを配布したり避難誘導看板を

設置したりするなどして、避難対象地域や避難場所、避難経路等についての広報を行うよう留意す

る。 

・ 地震及び津波に関する一般的な知識 
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・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知

識 

・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転

の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識 

・ 正確な情報の入手方法 

・ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

・ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

・ 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識 

・ 地域住民等自らが実施し得る、最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備

蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施

方法 

・ 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

・ 防寒具等の冬期における避難の際の非常持出品 

 

第２ 防災上重要な施設における防災教育 

県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、病院、社会福祉施設、ホテル、旅館、その他

不特定多数の人々が集まり、地震発生時に人的被害が発生する可能性が高い施設について、これら

の施設における防災教育の徹底を図る。 

１ 病院及び社会福祉施設等における防災教育 

病院、社会福祉施設等には、災害発生時において自力での避難が困難な人が多く利用しており、

地震発生時において特に大きな人的被害を受けやすいため、管理者等に対し、地震に対する防災教

育を徹底するものとする。 

特に、災害の発生情報の伝達、迅速な避難誘導及び救出・救護等に重点を置いた教育、訓練を日

ごろから定期的に実施するとともに、利用者等に対しても、災害発生時の避難方法等について、パ

ンフレット等を活用して理解を得られるよう努めるものとする。 

２ ホテル及び旅館等における防災教育 

(1) 避難誘導訓練等の実施 

ホテル、旅館等の不特定多数の者を収容する施設等においては、地震発生時の情報伝達及び避

難誘導が最も重要であり、従業員に対する避難誘導訓練等を定期的に実施するものとし、管理者

等に対し、講習会、研修会等を通じて防災教育を徹底するものとする。 

(2) 防火管理体制の強化 

地震に伴う出火による人的、物的損害を最小限度に止めるため、防火対象物の防火管理体制を

強化し、失火の防止、出火の際の早期通報、初期消火及び避難誘導を確実に行える体制を確立す

る必要がある。そのため、消防本部は防火管理者講習等を開催するとともに、選任義務のある防

火対象物には必ず防火管理者が置かれるように選任、解任届を励行させるものとする。 

３ その他不特定多数の人々が集まる施設における防災教育 

ターミナルビル、大規模小売店舗及びレクリエーション施設等の不特定多数の人々が集まる施設

の管理者等は、各施設の特徴に応じた災害発生情報の伝達方法、迅速な避難誘導等が確実に実施で

きるように、従業員等に対する防災教育及び訓練を実施しておくものとする。 
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第３ 防災対策に携わる全ての職員に対する教育･研修･訓練 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第３」を参照するものとする。 

また、地震防災上果たすべき役割として、次に掲げる内容について、防災教育に含めるよう努め

る。 

・ 地震及び津波に関する一般的な知識 

・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知

識 

・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容 

・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識及び職員が果たすべき役割 

・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

第４ 学校教育における防災教育（文書管財総室、義務教育課・高校教育課・特別支援教

育課、市町村教育委員会） 

１ 趣旨 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第４ １」を参照するものとする。 

２ 学校行事における防災教育 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第４ ２」を参照するものとする。 

３ 教科等による防災教育 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第４ ３」を参照するものとする。 

４ 教職員に対する防災研修 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第４ ４」を参照するものとする。 

 

第５ 消防学校の防災教育 

県（危機管理総室）は、施設設備の老朽化等に対応するため、平成７年度から消防学校の改築整

備を進め、平成17年３月に完成した。 

この結果、入校定員は従来56人が120人になり、主な施設として視聴覚教室、救急実習室、CAI教

室、体育館・屋内訓練場、水難救助訓練場、AFTシステム、放水訓練場等が整備された。 

１ 目的 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第５ １」を参照するものとする。 

２ 整備の基本方針 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第５ ２」を参照するものとする。 

 

第６ 災害教訓の伝承 

１ 災害教訓の収集、公開 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第６ １」を参照するものとする。 

２ 災害教訓の伝承の取組 

このことについては、「一般災害対策編第２章第13節第６ ２」を参照するものとする。 
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第20節 防災訓練 

（危機管理部、警察本部、地方振興局、市町村、消防本部、防災関係機関） 

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

の状況を想定した、日ごろからの訓練が重要である。 

このため、県及び市町村は、災害対策基本法第４８条の規定に基づき、総合防災訓練をはじめとす

る各種の防災訓練を実施し、地域防災計画の習熟、防災関係機関相互の連絡協調体制の確立及び防災

体制の充実を図り、併せて住民の防災意識の高揚を図っている。 

なお、各種の防災訓練の実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地

震発生時の対応行動の習熟を図るよう努めるとともに、高齢者、障がい者等の要配慮者の参加につい

ても配慮するものとする。 

 

第１ 総合防災訓練 

１ 概要 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第１ １」を参照するものとする。 

２ 訓練項目 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 個別訓練 

１ 概要 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第２ １」を参照するものとする。 

２ 個別訓練の種類 

(1) 通信訓練 

県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、地震・津波情報の受伝達、災害発生時の被

害状況の把握及び応急対策の指令を迅速かつ適切に行えるよう通信訓練を実施する。 

なお、実施の際は、県総合情報通信ネットワーク、衛星携帯電話、電子メールなどの多重化し

た通信手段及び非常電源電設備を使用し、有効に活用できるよう備える。 

また、有線及び県総合情報通信ネットワークが使用不能になったときに備え、非常通信協議会

が実施する非常通信訓練に参加し、非常時の通信連絡の確保を図る。 

(2) 動員訓練 

県（危機管理総室）、市町村及び防災関係機関は、災害時における職員の動員を迅速に行うた

め動員訓練を適宜実施する。 

また、勤務時間外における非常参集訓練の実施についても適宜実施する。 

(3) 災害対策（地方）本部運営訓練 

県（危機管理総室、各地方振興局）、市町村及び防災関係機関は、災害発生時の本部の設置、

職員の動員配備、本部会議の招集、被災市町村に派遣した情報連絡員（リエゾン）との連絡等、

本部の運営を適切に行うため、災害対策（地方）本部運営訓練を実施する。 

(4) 避難所設置運用訓練 

県地方振興局と市町村は、避難所の開設、職員派遣、連絡や運営体制等を確認するため、避難

所となる施設の管理者及び自治会、自主防災組織等の協力を得て、避難所設置運用訓練を実施す

る。 
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(5) その他の訓練 

県（関係各部局）及び市町村は、防災活動の円滑な遂行を図るため、消火、救出・救助、避難

誘導、給食給水、業務継続、図上演習等の訓練を実施する。 

 

第３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 

１ 概要 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第３ １」を参照するものとする。 

２ 事業所（防火管理者）における訓練 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 自主防災組織等における訓練 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 一般県民の訓練 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第３ ４」を参照するものとする。 

 

第４ 訓練の評価と地域防災計画等への反映 

このことについては、「一般災害対策編第２章第14節第４」を参照するものとする。 

 

第５ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域における防災訓練 

県（危機管理総室）は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に係る大規模な地

震を想定した防災訓練を、定期的に実施するよう努める。その際、津波警報等又は後発地震への注

意を促す情報等が発信された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。 

実施する訓練は、積雪寒冷地特有の課題を踏まえるとともに、市町村、防災関係機関、関係施設・

事業者等との共同訓練を行うことや地域住民等の協力及び参加を得るよう配慮し、内容を高度かつ

実践的なものとするよう努める。また、想定される地震の影響が広域にわたることに配慮し、指定

行政機関、指定公共機関、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の影響を受ける他の道県との連携を

図ることに努めるほか、要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体

制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮

するよう努める。
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第21節 自主防災組織の整備 

（危機管理部、市町村、消防本部） 

地震災害の発生防止、あるいは災害発生時における被害の軽減を図るためには、県、市町村及び防

災関係機関が防災対策を講ずるとともに、地域住民が“自らの命と地域は自分達で守る”という意識

のもとに、自主防災組織を結成し、地域における相互扶助による防災活動の中心として自主防災組織

において、日ごろから防災活動を積極的に行うことが重要である。 

特に地震災害においては、倒壊家屋からの早期救出・出火時の初期消火が最も重要であり、人命確

保の主役としての自主防災組織の役割は極めて大きい。 

さらに、企業に対しても災害時に果たす役割を十分認識させ防災活動の推進に努めさせることが重

要である。 

 

第１ 自主防災組織の育成指導 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第１」を参照するものとする。 

 

第２  自主防災組織の編成基準 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第２」を参照するものとする。 

 

第３ 自主防災組織の活動 

１ 自主防災計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第３ １」を参照するものとする。 

２  日常の自主防災活動 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第３ ２」を参照するものとする。 

また、企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大

防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努めるものとする。 

 

第４ 企業防災の促進 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第４」を参照するものとする。 

 

第５ 地区防災計画の作成 

このことについては、「一般災害対策編第２章第15節第５」を参照するものとする。 
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第22節 要配慮者対策 

（危機管理部、保健福祉部、市町村、社会福祉施設等管理者、病院・診療所等施設管理者） 

【災害発生時の対応については第３章 第25節 要配慮者対策を参照】 

地震・津波災害の発生時において、高齢者、乳幼児、妊産婦、傷病者、障がい者（児）及び外国人

等いわゆる「要配慮者」が災害の発生時において、犠牲になる場合が多くなっている。 

こうした状況を踏まえ、今後は、要配慮者の防災対策を積極的に推進していくことが、従来以上に

重要な課題となっている。 

 

第１ 市町村地域防災計画、避難行動要支援者名簿に係る作成・活用方針等、条例におい

て定める全般的事項 

１ 市町村地域防災計画において定める事項 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第１ １」を参照するものとする。 

２ 避難行動要支援者名簿に係る作成・活用方針等において定める事項の例 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 条例の定めを検討すべき事項 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 避難行動要支援者名簿の作成、利用及び提供 

市町村は、避難行動要支援者について避難支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又

は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿を作成しておくも

のとする。 

１ 避難行動要支援者名簿の作成 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第２ １」を参照するものとする。 

２ 要配慮者の情報利用等 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 名簿情報の提供と活用 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 名簿情報の提供における配慮 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 秘密保持義務 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第２ ５」を参照するものとする。 

 

第３ 個別避難計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 社会全体で避難行動要支援者を支援する体制の構築 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第４」を参照するものとする。 
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第５ 社会福祉施設等における対策 

１ 施設等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第５ １」を参照するものとする。 

２ 組織体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 緊急連絡体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第５ ３」を参照するものとする。 

４ 防災教育・防災訓練の充実 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第５ ４」を参照するものとする。 

５ 大規模停電への備え 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第５ ５」を参照するものとする。 

 

第６ 在宅者に対する対策 

１ 情報伝達体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第６ １」を参照するものとする。 

２ 防災知識の普及・啓発 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第６ ２」を参照するものとする。 

３ 支援体制及び避難用器具等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第６ ３」を参照するものとする。 

 

第７ 病院入院患者等対策 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第７」を参照するものとする。 

 

第８ 外国人に対する防災対策 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第８」を参照するものとする。 

 

第９ 避難所への移送 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第９」を参照するものとする。 

 

第10 避難所における要配慮者支援 

１ 避難所における物理的障壁の除去（ユニバーサルデザイン化） 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第10 １」を参照するものとする。 

２ 福祉避難所の指定 

このことについては、「一般災害対策編第２章第16節第10 ２」を参照するものとする。 

３ 災害派遣福祉チームの派遣体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第 16節第 10 ３」を参照するものとする。 
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第23節 ボランティアとの連携 

（危機管理部、保健福祉部、市町村、日本赤十字社福島県支部、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協

議会） 

【災害発生時の対応については第３章 第26節 ボランティアとの連携を参照】 

大規模な地震災害時における県内外からの多くのボランティアの申し入れに対して、県、市町村及

び関係機関・団体は相互に協力し、ボランティアの受付、調整等を行うための体制の整備を図る。 

また、ボランティアの受入れに際しては、医療、看護、老人介護や外国人との会話力、建築物の応

急危険度判定等ボランティアの技能が効果的に生かされるよう配慮する。 

 

第１ ボランティア活動の意義 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第１」を参照するものとする。 

 

第２ ボランティア団体等の把握、登録等 

県（生活福祉総室）及び市町村は、迅速かつ的確な応急対策活動が行われるように日本赤十字社

福島県支部、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会などと連携を図りながら、ボランティア団

体及び専門的な知識、技能をもつボランティアの把握に努めるものとする。 

なお、応急危険度判定士については、講習会を実施の上、県土木部（建築総室）において認定登

録を行い、災害時には関係機関にその情報を提供するものする。 

 

第３ ボランティアの連携体制の整備 

１ 県、市町村からの情報共有 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第３ １」を参照するものとする。 

２ コーディネート体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第３ ２」を参照するものとする。 

３ ボランティア活動保険 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第３ ３」を参照するものとする。 

４ ボランティアの連携体制の構築 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第３ ４」を参照するものとする。 

 

第４ ボランティアの種類 

このことについては、「一般災害対策編第２章第17節第４」を参照するものとする。 
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第24節 危険物施設等災害予防対策 

（危機管理部、保健福祉部、市町村、消防本部、(一社)福島県危険物安全協会連合会、各危険物取扱事

業者、(社)福島県火薬類保安協会、各高圧ガス製造者（貯蔵所を含む）、福島県高圧ガス地域防災協議

会、(一社)福島県ＬＰガス協会、福島県一般高圧ガス協会、福島県冷凍設備保安協会、(一社)福島県冷

凍空調設備工業会、各毒物劇物取扱事業所） 

【災害発生時の対応については第３章 第27節 危険物施設等災害応急対策を参照】 

地震による危険物等貯蔵施設に係る危険物災害並びに毒・劇物による災害を未然に防止するため、

自主保安体制の強化と危険物施設の構造・設備を充実強化させることにより、危険物施設の安全性を

高めるなどの防災対策の確立を図るものとする。 

 

第１ 危険物施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第１ ２」を参照するものとする。 

２ 事業計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第１ ３」を参照するものとする。 

３ 安全対策の強化 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第１ ４」を参照するものとする。 

 

第２ 火薬類施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第２ ２」を参照するものとする。 

２ 事業計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ 高圧ガス施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第３ ２」を参照するものとする。 

２ 事業計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第３ ３」を参照するものとする。 

 

第４ 毒物・劇物施設災害予防対策 

１ 防災体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第４ ２」を参照するものとする。 

２ 事業計画 

このことについては、「一般災害対策編第２章第18節第４ ３」を参照するものとする。
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第25節 災害救助基金の積立及び運用 

（危機管理部） 

この計画は、応急救助の実施に要する費用にあてるため、災害救助法に基づいて積み立てる災害救

助基金について定める。 

 

第１ 災害救助基金の概要 

このことについては、「一般災害対策編第２章第19節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 災害救助基金の運用 

このことについては、「一般災害対策編第２章第19節第２」を参照するものとする。 
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第26節 災害時相互応援協定の締結 

（危機管理部、農林水産部、商工労働部、土木部、市町村、防災関係機関、民間事業者・団体） 

【災害発生時の対応については第３章 第５節 相互応援協力 

及び第14節 緊急輸送対策 及び第18節 救援対策を参照】 

大規模災害発生時は、被災自治体だけで災害対策を実施することは不可能であり、自治体間の協力

や民間企業などと連携して災害対策を実施する必要がある。また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の一

環として、災害対応への協力に積極的な企業も増加しているため、被災住民だけでなく帰宅困難者等

への対応、役務の提供など、さまざまな場面での企業、団体からの協力を得るための災害時応援協定

の締結を促進する。 

 

第１ 自治体間の相互応援協力 

１ 都道府県間、知事会の枠組み 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第１ １」を参照するものとする。 

２ 市町村間の枠組み 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 民間事業者・団体との災害時応援協定 

災害発生時、支援物資やサービスが緊急に必要になる場合に備えて、物資や役務の供給力を持つ

民間事業者・団体と応援協定を締結する。 

１ 食料、生活必需品等の供給 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第２ １」を参照するものとする。 

２ 物流、物資配送等の災害対応業務 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 徒歩帰宅者への支援 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 市町村と民間事業者等との協定締結 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 応援協定の公表 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 連絡体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第２章第20節第４」を参照するものとする。 
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第３章 災害応急対策計画 
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担当部署の記載について 

○ 県の災害対応について 

・ 災害対策本部が設置される場合 

県では、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、災害応急対策を円滑に実施

するため、設置基準に基づいて災害対策本部を設置し災害応急対応を実施する。 

災害対策本部には、各部局から派遣された職員で構成する災害対策本部事務局各班と、平時

の各部局・総室体制を基礎とする災害対策本部 部・班が存在し、災害対策本部事務局各班と

災害対策本部 部・班が連携して災害応急対応を実施するものとする。 

なお、災害対策本部事務局各班は、所掌事務に係る各部各班と連絡調整を行うとともに、事

務の実施についての指示及び進捗状況の把握を行う。 

 

 

・ 災害対策本部が設置されない場合 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合においても、その災害や被害の規模等に応じて、

警戒配備、特別警戒配備、特別警戒本部体制など、災害対策本部を設置せずに災害応急対応を

実施することがあり、その場合は災害対策本部 部・班の基礎となる各部局・総室において、

平時の所掌事務に関係する災害応急対応を実施することとする。 

 
○ 担当部署の記載について 

・ 第３章の担当部署の記載について 

第３章災害応急対策計画では、第２ １(1)の県災害対策本部が設置された場合を想定して、

県の災害発生時の業務について、災害応急対応の主体となる部署を明記した。 

※ 災害対策本部は設置されていないの

で、災害対策本部 部・班としてではな

く、その基礎となる各部局・総室として

対応する。 
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しかし、県災害対策本部を設置せず災害応急対応を実施する場合もあり、その場合は各部・

班体制の記載は各総室に読み替え、災害対策本部事務局各班の記載は危機管理総室ほか関係各

総室と読み替えて対応する。 

ただし、明記した部署が中心となって災害予防対策を進めることとなるが、その他の部署に

おいても、関係する業務について積極的に災害応急対応に取り組むこととする。
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第３章 災害応急対策計画 

 

第１節 応急活動体制 

【平時の対応については第２章 第１節 防災組織の整備・充実を参照】 

 

防災関係機関は、県内の地域に地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害

応急対策を迅速、強力かつ効率的に推進するため、法令及び防災計画並びに当該機関の防災に関する

計画の定めるところにより、その活動体制に万全を期するものとする。 

 この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて、災害応急対

策活動に協力するものとする。 

 

第１ 災害応急対策の防災行動計画 

１ 防災行動計画作成の意義 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第１ １」を参照するものとする。 

２ 防災行動計画の作成 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 県の防災行動計画 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 県の活動体制（県災害対策本部） 

１ 県災害対策本部の設置 

(1) 知事は、地震災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、次の基準により災害応

急対策を円滑に実施するため、災害対策基本法第23条の規定に基づく福島県災害対策本部（以

下、この節において「本部」という。）を設置する。 

また、知事は、災害の危険がなくなったとき、又は災害発生後における災害応急対策がおお

むね完了したときは、本部を解散する。 

設置基準 

１ 県内において震度６弱以上を観測したとき。 

２ 県内において震度５弱、５強を観測し、県内に大規模な災害が発生したとき、又は

災害が発生するおそれがあるときで知事が必要と認めたとき。 

３ 気象庁の発表にかかわらず、県内に地震による大規模な災害が発生したとき、又は

発生するおそれがあるときで知事が必要と認めたとき。 

４ 気象庁が、福島県に大津波警報を発表したとき。 

５ 津波により県内に大規模な災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある

ときで知事が必要と認めたとき。 

なお、設置基準１（県内において震度６弱以上が観測されたとき）及び設置基準４（大津波警

報が発表されたとき）に該当する場合は、本部を自動的に設置する。 
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(2) 知事（災害対策本部総括班）は、本部を設置、又は廃止したときは、速やかに国（総務省消

防庁）及び次に掲げる者のうち必要と認める者に通報する。 

ア 市町村長 

イ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

ウ 陸上自衛隊（第44普通科連隊長） 

エ 内閣総理大臣及び関係大臣 

オ 北海道・東北の７道県及び隣接県知事 

(3) 大規模災害発生時における知事の不在等の非常時において、知事による災害対策本部設置の

決定が困難な場合は第１に第一順位副知事、それも困難な場合には第２に第二順位副知事、第

３に危機管理部長が決定する。 

なお、自衛隊への災害派遣要請など、緊急を要する判断については、知事不在時等の非常時

においては、第１に第一順位副知事、第２に第二順位副知事、第３に危機管理部長、第４に危

機管理部政策監、第５に災害対策課長の順に判断するものとする。 

※副知事の順位は、知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則（平成20年３月25日福島

県規則第13号）に定める順位をいう。 

２ 災害対策地方本部の設置 

県災害対策本部長（以下、この節においては「本部長」という。」）は、各地域における災害応

急対策を円滑に実施するため、必要があると認めたとき、地方振興局に、当該地方振興局の所管区

域をその所管区域とする災害対策地方本部（以下、この節においては「地方本部」という。」を設

置する。 

また、１の(1)に掲げる本部の設置基準の１及び基準４に該当した場合は、県災害対策本部の設

置と同時に、災害対策地方本部を設置する。 

３ 地方地震対策本部の設置 

知事は、災害の規模、範囲等から本部を設置するには至らないが、地震対策のため、出先機関の

体制を確立する必要があると認めるときは、次の要領により地方に地震対策本部を設置することが

できる。 

また、地方振興局長が、その所管地域において、大規模な地震が発生し、いち早く出先機関の体

制を確立する必要があると認める場合においても地方振興局長の判断により、地方地震対策本部を

設置することができる。 

(1) 福島県災害対策本部規程第６条から第８条までの規程を準用し、運用すること。 

(2) 名称は、〇〇地方地震対策本部 

４ 東京支部の設置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ３」を参照するものとする。 

５ 現地災害対策本部の設置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ４」を参照するものとする。 

６ 国の現地対策本部との連絡調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ５」を参照するものとする。 

７ 複合災害発生時の体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ６」を参照するものとする。 

８  県災害対策本部組織 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ７」を参照するものとする。 
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９ 本部設置の場所 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ８」を参照するものとする。 

10 記録と文書管理の徹底 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ ９」を参照するものとする。 

11 福島県特別警戒本部 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第２ 10」を参照するものとする。 

 

第３ 市町村の活動体制 

１ 組織及び配備体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第３ １」を参照するものとする。 

２ 災害救助法が適用された場合の体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 指定地方行政機関等の活動体制 

１ 組織等の整備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第４ １」を参照するものとする。 

２ 職員の派遣 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第５ 防災連絡員の設置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第５」を参照するものとする。 

 

第６ 部隊間の調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１節第６」を参照するものとする。 
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第２節 職員の動員配備 

【平時の対応については第２章 第１節 防災組織の整備・充実を参照】 

 

地震発生時において、初動体制をいち早く確立することが、その後の円滑な災害応急対策活動を実施

するために極めて重要である。 

このため、職員の配備基準を明確にするともに、職員の動員伝達方法、自主参集の基準等を明確にし

ておく必要がある。 

 

第１ 配備基準 

配備区分 配 備 体 制                配 備 時 期                  

警 戒 配 備        関係各部総室の所要人員で災害

に関する情報収集及び連絡活動が

円滑に行える体制とする。 

 

 

〔情報収集・連絡体制〕 

１ 県内において震度４を観測する地震が発生

したとき。 

２ 福島県に津波注意報が発表されたとき。 

３ その他特に危機管理部政策監が必要と認め

たとき。 

特別警戒配備  関係部（局）の部（局）筆頭総

室筆頭課長及び関係総室の所要人

員で、災害に関する情報の収集、

連絡及び応急対策を実施する体制

とする。 

 

〔応急対策準備体制〕 

１ 県内において震度５弱を観測する地震が発

生したとき。 

２ 福島県に津波警報が発表されたとき。 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表されたとき。 

４ その他特に危機管理部長が必要と認めたと

き。 

特別警戒本部

体制 

 

関係部（局）長及び関係総室の

所要人員で、災害に関する情報の

収集、連絡及び応急対策を実施す

る体制とする。 

 

 

 

〔応急対策体制〕 

１ 県内において震度５強を観測する地震が発

生したとき。 

２ 県内に災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、福島県災害対策本部の

設置に至るまでの間又は福島県災害対策本部

の設置に至らない程度において必要と認めら 

れるとき。 

３ その他特に副知事が必要と認めたとき。 

災害対策本部

体制 

 激甚な災害が発生した場合にお

いて、組織及び機能のすべてを挙

げて、応急対策にあたる体制とす

る。 

〔応急対策体制〕 

１ 県内において震度６弱以上を観測する地震

が発生したとき。 

２ 福島県に大津波警報が発表されたとき。 

３ その他特に知事が必要と認めたとき。 

＊特別警戒配備、特別警戒本部体制及び災害対策本部体制における配備要員数は、別表に定めると

おりとする。 

 

第２ 職員の配備体制 

１ 警戒配備にかかわる指揮監督は、危機管理部政策監が行う。 



地震･津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

第２節 職員の動員配備 

- 110 - 

 

２ 特別警戒配備にかかわる指揮監督は、危機管理部長が行う。 

３ 特別警戒本部体制にかかわる指揮監督は、副知事が行う。 

４ 本部長は、災害対策本部の配備体制を決定したときは、直ちに各部長及び災害対策地方本部長に

連絡することとし、各部長及び災害対策地方本部長は、配備編成計画に基づく配備体制をとる。 

なお、県の出先機関における配備基準及び配備体制は、地域の実情に応じて地方振興局長が定め

る。 

 

第３ 配備人員 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 動員伝達方法 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２節第４」を参照するものとする。 

   

第５ 非常参集等 

配備編成計画に基づき指定された職員は、勤務時間外、休日等において、災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがあることを覚知したときは、上記第４の動員伝達の有無にかかわらず、直ち

に所属又はあらかじめ指定された場所に参集し配備につく。 

県内において震度６弱以上を観測する地震の発生を覚知したとき、または当該地震に関する情報

が発表されたときは、交通の途絶、職員自身あるいは職員の家族の被災等により職員の参集が困難

となり、災害対策本部要員が不足することが想定されるので、参集可能な全ての職員が一旦参集し、

配備につくこととする。 

なお、参集途上においては、必要に応じて目視などによる被害状況の収集を行うものとし、所属

において、直ちにその状況を災害対策本部情報班に報告するものとする。 

ただし、職員は、災害の状況により所属、又はあらかじめ指定された場所に参集できないときは、

次に掲げる県の機関に参集し、当該機関の長又は当該機関の長が指定する職員の指示に従い、その

業務を応援する。 

ア 自己の業務に関連する最寄りの県の機関 

イ 県庁又は各地方振興局 

 

第６ 職員配備状況の報告と安否確認の実施 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２節第６」を参照するものとする。 
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第３節 地震災害情報の収集伝達 

（危機管理部、警察本部、福島地方気象台、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共

機関、その他の防災関係機関） 

【平時の対応については第２章 第２節 防災情報通信網の整備 

及び第３節 地震観測計画を参照】 

地震災害が発生したとき、各防災関係機関相互間の通知、要請、指示、通達等の通信を迅速かつ円滑

、さらに確実に伝達する。また、県下に災害が発生した場合、災害状況の調査及び災害情報の収集は、

その後の災害応急対策の体制整備、災害復旧計画策定の基本となるものであり、迅速・的確に行うもの

とする。 

 

第１ 地震情報等の受理伝達 

１ 気象庁の地震情報 

(1) 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名（全国を188地域に区分）と地震の揺れの検

知時刻を速報。 

震源に関する情

報 

・震度３以上 

（津波警報等を発表した場合

は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表。 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動があ

るかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。 

震源・震度情報 ・震度１以上 

・津波警報・注意報発表また

は若干の海面変動が予想さ

れた時 

・緊急地震速報（警報）発表

 時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度１以上を観測した地点と観測した震

度を発表。それに加えて、震度３以上を観測した

地域名と市町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名

を発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

・震度１以上を観測した地震

のうち、長周期地震動階級

１以上を観測した場合 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地

震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級

等を発表（地震発生から約１０分程度で気象庁ホ

ームページ上に掲載）。 
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遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等 

・マグニチュード７．０以上 

・都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合（国外で発生した大

規模噴火を覚知した場合に

も発表することがある。） 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を概ね３０分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表。 

北海道・三陸沖

後発地震注意情

報 

・北海道の根室沖から東北地

方の三陸沖の巨大地震の想定

震源域及びその領域に影響を

与える外側のエリアでMw（モ

ーメントマグニチュード）7.

0以上の地震が発生した場合。 

 なお、想定震源域の外側でM

w7.0以上の地震が発生した場

合は、地震のMwに基づき想定

震源域へ影響を与えるもので

あると評価された場合に限

る。 

気象庁において一定精度のモーメントマグニチ

ュードを推定（地震発生後15分～２時間程度）し、

情報発表の条件を満たす先発地震であると判断

でき次第、内閣府・気象庁合同記者会見が開かれ、

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され

る。 

 

(2) 福島地方気象台の地震情報等の伝達基準 

ア 福島県内で震度１以上の揺れを観測したとき。 

イ 福島県に津波警報等を発表したとき。 

ウ その他、地域住民に周知させることが適当と思われるとき（群発地震等）。 

エ 特に発表が必要と認めた場合。 

(3) その他 

福島地方気象台は、福島県に津波警報等が発表されたときや福島県内で震度４以上の揺れを観

測したときなどに防災等に係る活動の利用に資するよう津波警報等の発表状況や地震の概要を

地震解説資料として発表する。 

(4) 地震情報等の受理伝達 

ア 関係機関は、地震情報等について、次の地震情報等受理伝達系統図により迅速・的確に受理・

伝達する。 

イ 県（災害対策本部活動支援班）は、福島地方気象台から受理した地震情報等について、市町

村、防災関係機関に伝達する。 

ウ 市町村は、地震情報等を受理したときは、直ちに住民等に伝達するとともに、避難指示等の

必要な措置を行う。 

(5) 緊急地震速報 

ア 気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上と予想した場合に、震度４以上

が予想される地域または長周期地震動階級３以上を予想した地域に対し、緊急地震速報（警報）

を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ・ラジオを通じて住民に提供する。なお、震
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度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別

警報に位置づけられる。 

 (注) 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析す

ることにより、地震の強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報であ

る。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合もある。 

イ 福島地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。 

ウ 県（危機管理総室）及び市町村は福島地方気象台と協力し、訓練に緊急地震速報を取り入れ

るなど、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努めるとともに、住民に直接緊急地震

速報を伝達する体制の整備に努めるものとする。 

エ 県、市町村及び放送事業者等は、伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線（戸別受

信機を含む）等により、住民等への伝達に努めるものとする。また、市町村は、住民への緊急

地震速報の伝達に当たっては、市町村防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を

複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする。 

２ 地震情報で用いる震度の地域名称と震央地名 

(1) 震度の地域名称（福島県の陸域） 

「震度速報」や「震源・震度に関する情報」において、地域震度を発表するため、全国を188

に区分した地域のことである。 

また、この地域名称は、「震央地名」にも使用される。 

【震度の地域名称（福島県の陸域）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県会津 

福島県中通り 

福島県浜通り 
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(2) 福島県及び隣県の震度の地域名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県北部 

宮城県中部 

宮城県南部 

山形県最上地方 

山形県庄内地方 

山形県村山地方 

山形県置賜地方 

新潟県上越 

新潟県下越 

新潟県中越 

新潟県佐渡 

福島県中通り 

福島県浜通り 

福島県会津 

茨城県北部 

茨城県南部 

栃木県北部 

栃木県南部 

群馬県北部 

群馬県南部 
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地震情報等伝達系統図 

 

 

３ 福島県震度情報ネットワークシステムの情報 

県内の全市町村に設置（うち、７箇所は気象台設置の震度計利用）した震度計による情報を県庁

で把握できるようになっており、観測した情報については、県総合情報通信ネットワークのファク

シミリ蓄積システムにより市町村、消防本部、地方振興局及び庁内関係総室に送信される。 
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第２ 被害状況等の収集、報告 

１ 被害調査 

このことについては、「一般災害対策編第３章第３節第２ １」を参照するものとする。 

２ 被害状況等の報告方法 

このことについては、「一般災害対策編第３章第３節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 現地の状況確認 

このことについては、「一般災害対策編第３章第３節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 被害区分別報告系統 

このことについては、「一般災害対策編第３章第３節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 報告の種類等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第３節第２ ５」を参照するものとする。 
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第４節  通信の確保 

（総務部、危機管理部、企画調整部、警察本部、市町村、東日本電信電話(株)福島支店、日本赤十字社

福島県支部、各放送機関、東北地方非常通信協議会会員） 

【平時の対応については第２章 第２節 防災情報通信網の整備を参照】 

 

災害時においては、通信設備等を災害から防護するとともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し

、通信の疎通を確保する。 

 

第１ 通信手段の確保 

１ 災害時の通信連絡 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第１ １」を参照するものとする。 

２ 通信の統制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 各種通信施設の利用 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 災害対策地方本部及び現地災害対策本部が設置された場合の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第１ ４」を参照するものとする。 

 

第２ 県総合情報通信ネットワークの運用 

１ 災害時の通信連絡 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第２ １」を参照するものとする。 

２ 県総合情報通信ネットワークの運用 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第２ ２」を参照するものとする。 

 

第３ 市町村における通信の運用 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 東日本電信電話(株)福島支店の措置 

１ 加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第４ １」を参照するものとする。 

２ 東日本電信電話㈱の無線の運用 

このことについては、「一般災害対策編第３章第４節第４ ２」を参照するものとする。 
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第５節 相互応援協力 

（危機管理部、市町村、防災関係機関） 

【平時の対応については第２章 第26節 災害時相互応援協定の締結を参照】 

 

災害発生時においては、防災関係機関相互の連携体制が重要であり、各地方公共団体及び関係機関は

相互の応援協力により適切な応急救助等を実施するものとする。 

 

第１ 県と市町村の相互協力 

１ 県と市町村の相互協力 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害対策基本法に基づく知事の指示等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 市町村への情報連絡員（県リエゾン）の派遣体制整備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 国に対する応援要請 

１ 知事の応援職員派遣要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第２ １」を参照するものとする。 

２ 市町村長の応援職員派遣要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 職員応援派遣要請手続き 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 応急措置及び災害応急対策の実施要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 緊急消防援助隊の派遣要請 

１ 市町村長等の応援要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第３ １」を参照するものとする。 

２ 知事の応援要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 他都道府県に対する応援要請 

１ 知事の応援要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第４ １」を参照するものとする。 

 

第５ 県と防災関係機関との事前協議 

災害時において、他機関の円滑な協力が得られるよう、県（危機管理総室、災害対策本部各班）

においては次のとおり協定等を締結し、あるいは事前協議を整えて協力体制を確立しておくととも

に、災害時には適切な応援協力を図るものとする。 
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１ 日本赤十字社福島県支部との委託契約 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第５ １」を参照するものとする。 

２ 日本放送協会、民間放送局各社及び新聞社との協定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 防災関係機関会議の開催 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第５ ３」を参照するものとする。 

 

第６ 民間事業者との災害時応援協定 

１ 県における協定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第６ １」を参照するものとする。 

２ 市町村における協定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第６ ２」を参照するものとする。 

 

第７ 市町村と公共的団体等との協力 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第７」を参照するものとする。 

 

第８ 他の都道府県への応援 

１ 応援体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第８ １」を参照するものとする。 

２ 北海道・東北地域への応援 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第８ ２」を参照するものとする。 

３ ２以外の地域への応援 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第８ ３」を参照するものとする。 

 

第９ 受援体制の構築 

１ 県における受援体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第９ １」を参照するものとする。 

２ 市町村における受援体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第５節第９ ２」を参照するものとする。 
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第６節  災害広報 

（総務部、危機管理部、企画調整部、生活環境部、警察本部、市町村、報道機関） 

災害時において、被災地住民、県民及び県外関係者に正確な情報を提供し、混乱を防止するとともに

適切な行動を支援するために、県、市町村及び防災関係機関は地震発生後、速やかに広報部門を設置し

、連携して広報活動を展開する。 

 

第１ 県の広報活動 

１ 報道機関、国機関等との連携体制の強化 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第１ １」を参照するものとする。 

２ 広報内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 広報の方法 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 市町村等の広報活動  

市町村等は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、住民に対し防災行政無線（戸別受信機を

含む）、広報車、津波フラッグ、ホームページやソーシャルネットワークサービス、携帯電話への

緊急速報メール、テレビ・ラジオ、臨時災害ＦＭ局の開設、さらに既存のコミュニティＦＭ放送局

等を活用し、前記第１の３の方法に準じて、以下の事項について広報活動を行う。 

なお、被災者が必要とする情報は、①避難誘導段階、②避難所設置段階、③避難所生活段階 ④

仮設住宅設置段階、⑤仮設住宅での生活開始段階等、災害発生からの時間の経過に伴い、刻々と変

化していくことから、被災者の必要性に即した情報を的確に提供することを心掛けることが必要で

あり、これらの情報を災害対応にあたる職員にも周知するよう努めるものとする。 

１ 広報する内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第２ １」を参照するものとする。 

２ 市町村間の協力による広報 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第２ ２」を参照するものとする。 

 

第３ 防災関係機関の広報活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第６節第３」を参照するものとする。 
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第７節 消火活動 

（危機管理部、市町村、消防本部） 

【平時の対応については第２章 第４節 都市の防災対策 

及び第12節 火災予防対策を参照】 

 

地震によってもたらされる二次被害のうち、最も大きい被害をもたらすものが火災によるものである

。地震火災による被害を少なくするため、市町村は、消防本部及び消防団のすべての能力を活用して消

防活動に取り組み、大規模火災時には協定等による広域応援要請を行う。 

また、大規模な地震発生時には、消防力を上回る出火件数となることも想定され、この場合には自主

防災組織等を中心とした地域住民による初期消火、出火防止等が重要となる。 

 

第１ 消防本部による消防活動 

県内12消防本部は、第一線の消防活動機関であり、地震火災に対し総力をあげて消防活動に当た

るとともに、消防団等を指揮し有効な対策を行い、以下のとおり活動する。 

１ 災害情報収集活動優先の原則 

同時多発火災などの災害状況の迅速な把握と的確な対応のため、消防車等の管内巡回による災害

情報の収集を行う。 

２ 避難場所及び避難路確保優先の原則 

延焼火災が多発し拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所及び避難路確保の消防活動

を行う。 

３ 重要地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災を覚知した場合は重要かつ危険度の高い地域を優先に消防活動を行う。 

４ 消火可能地域優先の原則 

同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して行う。 

５ 市街地火災消防活動優先の原則 

大工場、大量危険物貯蔵取扱施設等から出火し、多数の消防隊を必要とする場合は、市街地に面

する部分及び市街地の延焼火災の消防活動を優先とし、それらを鎮圧した後、部隊を集中して消防

活動に当たる。 

６ 重要対象物優先の原則 

重要対象物周辺と他の一般市街地から同時に出火した場合は、重要対象物の防護上に必要な消防

活動を優先する。 

７ 火災現場活動の原則 

(1) 出場隊の指揮者は、災害の態様を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保した延

焼拡大阻止及び救助・救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定する。 

(2) 火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻勢的現場活動により火災を鎮

圧する。 

(3) 火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道路、河

川、耐火建造物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止する。 
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第２ 消防団による活動 

消防本部と連携をとりながら以下の活動を行う。 

１ 情報収集活動 

管内の災害情報の収集を積極的に行う。 

２ 出火防止 

地震の発生により、火災等の災害発生が予測された場合は、居住地周辺の住民に対し、出火防止

の広報を行い、出火した場合には住民と協力して初期消火を図る。 

３ 消火活動 

消防隊が到着するまでや消防隊が十分でない場合には、率先して消火活動を行う。 

４ 救助活動 

消防本部による活動を補佐し又は自らが積極的に活動し、要救助者の救助救出と負傷者に対して

簡易な応急処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

５ 避難誘導 

避難指示等が発令された場合には、住民に伝達し関係機関と連絡をとりながら、住民を安全に避

難誘導する。 

 

第３ 県内隣接協定及び統一応援協定による応援 

消防本部は、単独での消防活動が困難であると判断したときは隣接相互応援協定を締結している

消防機関に応援を要請し、それでも対応できない場合は福島県広域消防相互応援協定による派遣要

請を行う。 

 

第４ 他都道府県への応援要請 

１ 応援要請の手続き 

市町村長は地震発生時における他都道府県への応援要請の必要が見込まれる場合は、以下の手続

きによって知事への応援要請を行う。 

(1) 応援要請の手続き（要請は責任者の口頭でも可、後日文書を提出すること。） 

市町村長は他都道府県の消防隊の応援を要請したいときは、原則として次の事項を明らかにし

て知事（災害対策本部総括班）に要請する。 

ア 火災の状況及び応援要請の理由 

イ 緊急消防援助隊の派遣要請期間 

ウ 応援要請を行う消防隊の種別と人員 

エ 市町村への進入経路及び集結場所 

(2) 緊急消防援助隊の受け入れ態勢 

他都道府県緊急消防援助隊応援消防隊の円滑な受け入れを図るため、応援要請を行う消防機関

は、担当者を明確にし連絡体制を整えておく。 

ア 緊急消防援助隊の誘導方法 

イ 緊急消防援助隊の人員、機材数、応援都道府県隊長等の確認 

ウ 緊急消防援助隊に対する給食、仮眠施設等の手配 

２ 隣接協定による要請 

他県の消防本部と隣接応援協定を締結している消防本部にあっては、協定に基づき速やかに応援

要請を行う。 
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３ 消防庁長官への派遣要請 

知事（災害対策本部総括班）は、市町村長から他都道府県の応援要請を求められた場合で、必要

と認められる時は、速やかに消防庁長官に緊急消防援助隊の派遣等を要請し、その結果を直ちに応

援要請を行った市町村へ連絡する。 

また知事（災害対策本部総括班）は、福島県緊急消防援助隊受援計画に基づき、消防活動調整本

部の設置をはじめとする、円滑な活動のための受け入れを行う。 

 

   

国 
(消防庁等) 

区 分 

回線別 

平日（9:30～18:15） 

※応急対策室 

左記以外 

※宿直室 

 

ＮＴＴ回線  電 話    

FAX 

03-5253-7527 

03-5253-7537 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

消防防災無線  電 話    

FAX 

90-49013 

90-49033 

90-49102 

90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク  

電 話    

FAX 

TN-048-500-90-49013 

TN-048-500-90-49033 

TN-048-500-90-49102 

TN-048-500-90-49036 

 

      （注） ＴＮは、内線から無線への乗入れ番号 

 

４ 広域航空消防応援 

知事（災害対策本部総括班）は、市町村長からヘリコプターを使用する消防活動の応援要請があ

り、本県の消防防災ヘリコプターのみで対応できず、応援が必要と判断した場合は、「大規模特殊

災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき、消防庁長官に対して他都道府県及び他都道

府県市町村の所有ヘリコプターによる応援を要請する。

【緊急消防援助隊応援要請先】 
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第８節 救助・救急 

（危機管理部、市町村、消防本部、その他防災関係機関） 

地震発生後には、倒壊家屋の下敷きになるなど救助・救急が必要となる被災者が出ることが予想される

。生命・身体の安全を守ることは、最優先されるべき課題であり、人員、資機材等を優先的に投入して、

救助活動を実施する。 

市町村は、災害応急対策の第一次的な実施責任者として防災関係機関の協力を得ながら、救助・救急活

動を行うが、早期救出が生死を分けることになることから、県民及び自主防災組織が救助・救急活動を実

施する防災関係機関に協力するとともに、自発的に救助・救急活動を行うことが求められる。 

第１ 自主防災組織、事業所等による救助活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第７節第１」を参照するものとする。 

第２ 市町村（消防機関を含む）による救助活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第７節第２」を参照するものとする。 

第３ 県の業務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第７節第３」を参照するものとする。 

第４ 消防本部による救助・救急活動 

１ 救助・救急活動 

(1) 救助・救急は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者に対しては、でき

る限り、消防団員、自主防災組織及び付近住民の協力を求めて、自主的な処置を行わせるととも

に、他の防災機関と連携の上、救助・救急活動を実施する。 

(2) 延焼火災が多発し、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、火災現場付近を優先に救助・

救急活動を行う。 

(3) 延焼火災が少なく、同時に多数の救助・救急が必要となる場合は、多数の人命を救護できる現

場を優先に、効果的な救助・救急活動を行う。 

(4) 同時に小規模な救助・救急を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を優先に

救助・救急活動を行う。 

２ 救助・救急における出動 

(1) 救助・救急の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救助隊と救急隊が連携

して出動する。 

(2) 救助活動を必要としない現場への出動は救急隊のみとし、救命を要する重傷者を優先に出動す

る。 

３ 救助・救急体制の整備 

(1) 消防署（所）、消防団詰所及び町内会事務所等に救助・救急資機材を整備し、消防団員及び住

民等に対する救助・救急訓練を行い、消防団等を中心とした各地域における救助・救急体制の整

備を図る。 

(2) 高層建築物等に関する救助・救急活動については、消防法に定める防火管理者に対し、自衛消

防組織の整備について徹底した指導を行い、自衛体制の強化に努める。 

 

第５ 広域的な応援 

このことについては、「一般災害対策編第３章第７節第５」を参照するものとする。
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第９節 自衛隊災害派遣 

（危機管理部、警察本部、陸上自衛隊、市町村） 

災害発生時における自衛隊の派遣要請を行う場合の必要事項、手続き等を明らかにし、迅速かつ円滑

な災害派遣活動が実施されることを目的とする。 

 

第１ 災害派遣要請基準及び災害派遣要請の範囲 

１ 災害派遣要請基準 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害派遣要請の範囲 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 災害派遣要請 

１ 災害派遣要請者 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第２ １」を参照するものとする。 

２ 災害派遣要請要領 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 自衛隊の災害派遣隊区及び担当窓口 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ 市町村長の災害派遣要請の要求 

１ 災害派遣要請の要求 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第３ １」を参照するものとする。 

２ 災害派遣要請の要求要領 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 防災関係機関の災害派遣要請の依頼 

１ 災害派遣要請の依頼 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第４ １」を参照するものとする。 

２ 災害派遣要請の依頼要領 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第５ 部隊の自主派遣 

１ 初動における情報収集 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第５ １」を参照するものとする。 

２ 災害派遣の自主派遣 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第５ ２」を参照するものとする。 
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第６ 自衛隊との連絡 

１ 情報の交換 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第６ １」を参照するものとする。 

２ 連絡班の派遣依頼 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第６ ２」を参照するものとする。 

３ 連絡班の自主派遣 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第６ ３」を参照するものとする。 

 

第７ 災害派遣部隊の受入体制 

知事（災害対策本部総括班）、市町村長、警察、消防機関等は、相互に派遣部隊の移動、現地進

入及び災害措置を行うための補償問題等発生の際の相互協力、必要な現地資材等の使用協定等に関

して緊密に連絡協力するものとする。 

１ 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第７ １」を参照するものとする。 

２ 作業計画及び資材等の準備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第７ ２」を参照するものとする。 

３ 市町村における自衛隊との連絡体制の確立 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第７ ３」を参照するものとする。 

４ 派遣部隊の受入れ 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第７ ４」を参照するものとする。 

 

第８ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第８」を参照するものとする。 

 

第９ 派遣部隊の撤収 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第９」を参照するものとする。 

 

第10 経費の負担区分 

災害派遣に要した経費の負担区分は、次のとおりとする。ただし、その区分を定めにくいものに

ついては、県、市町村、部隊が相互調整の上、その都度決定する。 

１ 県、市町村の負担 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第10 １」を参照するものとする。 

２ 部隊の負担 

このことについては、「一般災害対策編第３章第８節第10 ２」を参照するものとする。
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第10節 避難 

（危機管理部、生活環境部、保健福祉部、土木部、県教育委員会、警察本部、市町村、消防本部、自衛

隊、福島海上保安部、防災関係機関、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、地方整備局） 

【平時の対応については第２章 第１５節 避難対策を参照】 

 

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るための行動」とす

る。 

地震災害時における人的被害を軽減するため、防災関係機関が連絡調整を密にし、適切な避難誘導が

行なわれなければならない。 

また、高齢者、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等のいわゆる「要配慮者」が地震災害に

おいて犠牲になるケースが多くなっている。 

こうした状況から、要配慮者への情報伝達、要配慮者の避難誘導について、特に配慮が求められる。 

 

第１ 避難指示の発令 

市町村長等は、地震発生による火災、山崩れ、崖崩れ、津波等の災害から人命、身体の保護又は

災害の拡大防止のため、必要があると認められるときは、あらかじめ定めた計画に基づき地域住民

等に対して、避難指示を行う。 

１ 避難の実施機関 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第１ １」を参照するものとする。 

２ 避難のための指示の内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 避難措置の周知等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 避難指示の解除 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第１ ４」を参照するものとする。  

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域の設定権者 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第２ １」を参照するものとする。 

２ 指定行政機関等による助言 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 警戒区域設定の時期及び内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 警戒区域設定の周知 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 避難の誘導 

１ 実施機関 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ １」を参照するものとする。 
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２ 避難指示の伝達 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 避難誘導の方法 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 避難順位及び携行品の制限 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ ４」を参照するものとする。 

５ 避難経路の情報集約と避難者への提供 

警察本部及び道路管理者は、避難経路の確保のため、通行可能な道路情報を県（災害対策本部情

報班、道路班）に集約し、災害対策本部避難支援班を経由して、避難市町村及び避難者へ情報の提

供を行う。 

６ 避難道路の通行確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ ５」を参照するものとする。 

７ 県の業務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第３ ６」を参照するものとする。 

 

第４ 避難行動要支援者対策 

１ 情報伝達体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第４ １」を参照するものとする。 

２ 避難及び避難誘導 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第５ 広域的な避難対策 

１ 県内市町村間の避難調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第５ １」を参照するものとする。 

２ 県外避難の調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 病院、社会福祉施設等の広域避難 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第５ ３」を参照するものとする。 

 

第６ 安否情報の提供等 

１ 照会による安否情報の提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第６ １」を参照するものとする。 

２ 被災者の同意又は公益上必要が必要と認める場合 

このことについては、「一般災害対策編第３章第９節第６ ２」を参照するものとする。 
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第11節 避難所の設置・運営 

（危機管理部、保健福祉部、土木部、県教育委員会、警察本部、市町村、消防本部、自衛隊、防災関係

機関、(一社)福島県警備業協会、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会） 

【平時の対応については第２章 第15節 避難対策を参照】 

 

避難所は、災害のために現に被害を受け、又は受ける恐れのある者で、避難しなければならない者を

一時的に学校、福祉センター、公民館その他既設の建物又は応急仮設物等に受入保護することを目的と

する。 

 

第１ 避難所の設置 

１ 実施機関 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第１ １」を参照するものとする。  

２ 市町村長の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 県の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 避難所の運営 

１ 避難所運営の主体 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ １」を参照するものとする。 

２ 住民の避難先の情報把握 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 避難所での生活の長期化が見込まれる場合の対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 男女共同参画の視点に基づく避難所運営 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 要配慮者対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ ５」を参照するものとする。 

６ 指定避難所以外の被災者への支援 

このことについては、「一般災害対策編第３章第10節第２ ６」を参照するものとする。 
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第12節 医療（助産）救護 

（危機管理部、保健福祉部、市町村、消防本部、日本赤十字社福島県支部、(一社)福島県医師会、(公

社)福島県歯科医師会、(一社)福島県薬剤師会、(社)福島県病院協会、(公社)福島県看護協会） 

【平時の対応については第２章 第16節 医療（助産）救護・防疫体制の整備を参照】 

 

地震発生時には、広域あるいは局地的に、医療救護を必要とする多数の傷病者の発生が予想される。

このため、震災時における救急の初動態勢を確立し、関係医療機関及び各防災関連機関との密接な連携

の下に一刻も速い医療救護活動を施す必要がある。 

 

第１ 医療機関の被害状況等の収集、把握 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第１」を参照するものとする。 

 

第２  医療（助産）救護活動 

県（健康衛生班）、市町村及び各医療関係団体は、福島県災害医療行動計画に基づき、被災状況に

応じ速やかに災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班を編成し、被災地内で医療救護活動を行

うとともに、福島県心のケアマニュアルに基づき、心のケア活動を実施する。 

また、被災地所轄の保健福祉事務所は、派遣された医療救護班の配置調整等を行う。 

１  県（健康衛生班） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第２ １」を参照するものとする。 

２  市町村 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第２ ２」を参照するものとする。 

３  その他の機関 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３  傷病者等の搬送 

１ 傷病者搬送の手順 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第３ １」を参照するものとする。 

２ 医療スタッフ等の搬送 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４  医薬品等の確保 

１  県（健康衛生班） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第４ １」を参照するものとする。 

２ 市町村 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第５  血液製剤の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第５」を参照するものとする。 
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第６ 人工透析の供給確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第６」を参照するものとする。 

 

第７  広域的救護活動の調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第11節第７」を参照するものとする。 
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第13節 道路の確保（道路障害物除去等） 

（土木部、警察本部、国土交通省東北地方整備局、東日本高速道路(株)、陸上自衛隊、市町村） 

【平時の対応については第２章 第９節 道路及び橋りょう等災害予防対策 

及び第14節 緊急輸送路等の指定を参照】 

 

地震発生直後の道路の被害状況を早急に把握し、障害物の除去、応急復旧等を行うことは、救援活動を

円滑に実施するために必要であり、また、これらを制約された条件下で効果的に行うためには、関係機関

と協議の上、災害応急活動を支える緊急輸送路の開通作業を他の道路にさきがけて実施する。 

 

第１ 優先開通道路の選定 

１ 優先開通道路の選定基準 

(1) 選定基準 

「第２章第14節 緊急輸送路等の指定」の中で指定された緊急輸送路であること。 

(2) 開通作業の優先順位 

優先して開通すべき道路の順位は、緊急性の高い順に、第１次確保路線、第２次確保路線及び

第３次確保路線の３つに大別する。 

なお、東北道路啓開計画（福島県版）に位置付けられた路線については、東北道路啓開計画（福

島県版）に基づき道路啓開を実施するものとする。 

 

第２ 資機材の確保 

１ 県（道路班） 

県は、障害物除去、応急復旧のための資機材の確保を図る。 

なお、県建設業協会等の関係団体との連絡を密にして使用可能な建設機械等の把握を行うととも

に、民間所有の応急復旧用の資機材の確保について、国、東日本高速道路(株)、市町村と調整を図

るものとする。 

２ 市町村 

市町村は、県と同様、普段から資機材の確保を図る。 

３ 国土交通省東北地方整備局 

国土交通省東北地方整備局は、各事務所において、資機材の確保を図る。 

４ 東日本高速道路(株) 

東日本高速道路(株)は、応急復旧が可能なように、資機材の確保を図る。 

 

第３ 道路開通作業の実施 

県災害対策本部は、県内の道路網の被災状況を把握し、県、国、市町村、東日本高速道路(株)の

道路開通作業の調整を図るものとする。 

１ 県（道路班） 

県は、所管する道路の被害状況、道路上の障害物の状況を速やかに調査し、緊急度の高い第１次

確保路線道路から開通作業を実施する。 

地域によって第１次確保路線から開通することが困難な場合は、第２次確保路線以下の道路から

開通する。 
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被害の状況により確保路線の開通が困難な場合は、確保路線以外の道路で、緊急輸送路として確

保が必要な道路を開通する。 

なお、東北道路啓開計画（福島県版）に位置付けられた路線については、東北道路啓開計画（福

島県版）に基づき道路啓開を実施するものとする。 

このうち、道路上の破損、倒壊等による障害物の除去については、警察、自衛隊、消防機関及び

占用工作物管理者等の協力を得て行い、交通確保に努める。 

また、必要に応じ災害復旧用応急組立橋による復旧を行う。 

２ 市町村 

市町村は、行政区域内の道路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、速やかに県（道路班）

に報告するとともに、所管する道路については、県に準じて開通作業を実施する。 

３ 国土交通省東北地方整備局 

国土交通省東北地方整備局は、道路の状況を速やかに把握するため、パトロールカーによる巡

視を実施するとともに、管理用監視モニター等からの道路情報の収集に努める。被害があった場

合は、確保路線の開通作業を実施する。 

また、迂回路等については、警察本部と協議するものとする。 

４ 東日本高速道路(株) 

東日本高速道路(株)は、被害の状況を迅速に把握するため、速やかにパトロールカー等による

巡視を実施し、遅滞なく確保路線の開通作業を実施する。 
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第14節 緊急輸送対策 

（総務部、危機管理部、生活環境部、農林水産部、土木部、警察本部、福島運輸支局、福島海上保安部、

陸上自衛隊、(公社)福島県トラック協会、(公社)福島県バス協会、福島県漁業協同組合連合会） 

【平時の対応については第２章 第14節 緊急輸送路等の指定 

及び第26節 災害時相互応援協定の締結を参照】 

災害応急対策実施に必要な人員及び物資の輸送は、災害対策活動の根幹となるものである。 

このため、緊急時における輸送路等を確保するとともに、車両船舶等が円滑に調達できるようにして

おくことが重要であり、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急対策の円滑な実施に特に配慮して輸送

活動を行うことが求められる。 

 

第１ 緊急輸送の範囲 

災害救助法による輸送の範囲は、下記１のとおりであるが、災害の応急対策の段階に応じて、緊

急輸送活動の対象を広げていくものとする。 

１ 災害救助法による救助実施の場合の輸送の範囲 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第１ １」を参照するものとする。 

２ 緊急輸送活動の対象 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 輸送に当たっての配慮事項 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 緊急輸送路等の確保 

１ 緊急輸送路の確保 

 このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第２ １」を参照するものとする。 

２ 陸上輸送拠点の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 緊急支援物資等受入れ港の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 緊急支援物資等受入れ空港の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第２ ４」を参照するものとする。 

５ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第２ ５」を参照するものとする。 

  

第３ 輸送手段の確保 

１ 県の確保体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第３ １」を参照するものとする。 

２ 市町村の確保体制 

 このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 防災関係機関の確保体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第３ ３」を参照するものとする 
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第４ 緊急輸送路の情報の集約と提供 

   このことについては、「一般災害対策編第３章第12節第４」を参照するものとする。 
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第15節 災害警備活動及び交通規制措置 

（警察本部、福島海上保安部） 

大規模な地震の発生時においては、様々な社会的混乱や道路交通を中心とした交通混乱が予測される

。これに対し、県民の安全確保、各種犯罪の予防、取り締まり及び交通秩序の維持等の活動が重要とな

る。 

 

第１ 災害警備活動 

１ 災害警備体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害警備活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 交通規制措置 

１ 被害状況の把握 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第２ １」を参照するものとする。 

２ 被災地域への流入抑制と交通規制の実施 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 交通規制時の車両の運転者の義務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 公安委員会、警察官、自衛官及び消防吏員による措置命令等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 海上警備活動等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第13節第３」を参照するものとする。 
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第16節 防疫及び保健衛生 

（保健福祉部、東北地方環境事務所） 

【平時の対応については第２章 第16節 医療（助産）救護・防疫体制の整備を参照】 

 

地震被害による被災者の病原体への抵抗力及び衛生環境の低下を防止するとともに、避難所あるいは

仮設住宅等での生活における保健指導の実施、さらに震災によるストレス、避難生活の長期化に対する

精神保健指導を行うことにより、被災者の健康の維持を図る。 

 

第１ 防疫活動 

１ 県の業務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第１ １」を参照するものとする。 

２ 市町村の業務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 食品衛生監視 

１ 食品衛生監視班の編成及び派遣 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第２ １」を参照するものとする。 

２ 食品衛生監視班の編成及び指揮 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 食品衛生監視活動内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ 栄養指導 

１ 栄養指導班の編成及び派遣 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第３ １」を参照するものとする。 

２ 栄養指導活動内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 保健指導 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第４」を参照するものとする。 

 

第５  精神保健活動 

１ 精神科医療体制の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第５ １」を参照するものとする。 

２ 被災者のメンタルヘルスケア 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 精神科入院病床及び搬送体制の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第５ ３」を参照するものとする。 
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第６ 防疫及び保健衛生機材の備蓄及び調達 

１ 県（健康衛生班） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第６ １」を参照するものとする。 

２ 市町村 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第６ ２」を参照するものとする。 

 

第７ 家庭動物救護対策 

１ 県（健康衛生班）の業務 

このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第７ １」を参照するものとする。 

２ 市町村の業務 

   このことについては、「一般災害対策編第３章第14節第７ ２」を参照するものとする。 
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第17節 廃棄物処理対策 

（生活環境部、市町村、東北地方環境事務所） 

災害時に発生したごみ、し尿及び災害に伴って発生したがれき（以下、「災害廃棄物」という。）の処

分等を迅速・的確かつ適正に実施し、生活環境の保全、公衆衛生の確保、さらに被災地での応急対策や復

旧・復興の円滑な実施を図る。 

 

第１ 災害廃棄物処理 

１ 排出量の推計 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第１ １」を参照するものとする。 

２ 収集体制の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 処理対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ し尿処理 

１ し尿排出量の推計 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第２ １」を参照するものとする。 

２ 収集体制の確保  

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 処理対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ がれき処理 

１ がれき発生量の推計 

災害により建物の倒壊、焼失及びそれに伴う建物解体、さらには地震動によるガラスの落下物、

ブロック塀等の破損物等（以下「がれき」という。）など大量の廃棄物が発生することが想定され

る。 

市町村においては、がれきの発生量を、県の地震・津波被害想定調査結果等から事前にその発生

量を想定し、廃棄物処理計画を策定しておく必要がある。この場合において、定期的に調査を実施

し、中間処理又は最終処分を行うまでの一時仮置場、リサイクルのための分別を行うストックヤー

ド等の場所を確保しておくものとする。 

なお、がれき量の推定には、木造１㎡当たり0.35㌧、非木造1.20㌧を目安とする。 

２ 処理体制の確保 

がれきの処理については、原則として市町村又はがれきが現にある場所の施設管理者が処理する

ことになるため、国、県（環境保全班）、関係市町村及び関係者が協力して、がれきの処理状況の

把握、搬送ルートや仮置場及び最終処分場の確保を図る。 

３ 処理対策 

(1) 仮置場の確保 

大量にがれき等が発生した場合は、仮置場に搬入する必要があるため、各市町村はあらかじめ

調査を実施しておいた公有地等を中心に具体的な選定を行う。 
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(2) 分別収集体制の確保 

発生したがれき等を効率よく処理、処分するためには、排出時の分別の徹底が必要であるので、

その確保策の検討を行う。 

(3) 適正処理・リサイクル体制の確保 

災害時においても廃棄物の適正処理を確保する必要があるにもかかわらず、大量に発生するが

れき等の最終処分はかなり困難となることが想定される。 

このため、緊急時の相互扶助や産業廃棄物処理業者の支援のあり方など、産業廃棄物の適正処

理・リサイクル体制の確保策を検討しておく。 

(4) 広域処分体制の確保 

大量のがれき等を処分するためには、県外の最終処分場に処分を依頼することも想定されるた

め、国や隣接県とともに広域処分対策を検討する。 

(5) 粉じん等の公害防止策 

がれき等の応急処分の過程においては、粉じんや有害物質、石綿含有廃棄物の発生などが考え

られ、生活環境への影響や保健衛生面から問題となる公害（大気汚染）が発生するおそれがある

ので、県（環境共生班、環境保全班）としてはその実態を把握するとともに、公害防止対策を行

うよう関係機関を指導する。 

特に石綿については、県及び市町村は、有害物質の漏洩及び石綿の飛散を防止するため、必要

に応じ、事業者に対し、大気汚染防止法及び「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュ

アル」に基づき適切に解体等を行うよう指導・助言するものとする。 

県(環境共生班、環境保全班、建築班)及び市町村又は事業者は、有害物質の漏洩及び石綿の飛

散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行

う。 

また、環境汚染の未然防止及び住民、作業者の健康管理のため、適切な措置等を講じる。 

 

第４ 廃棄物処理施設の確保及び復旧 

１ 事前対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第３ １」を参照するものとする。 

２ 復旧対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第３ ２」を参照するものとする。 

  

第５ 応援体制の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第15節第４」を参照するものとする。 
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第18節 救援対策 

（危機管理部、生活環境部、保健福祉部、商工労働部、農林水産部、市町村、水道事業者、水道用水供

給事業者、東北農政局） 

 

【平時の対応については第２章 第17節 食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

第26節 災害時相互応援協定の締結を参照】 

 

 震災により生活に必要な物資が被害を受けたり、流通機構の混乱等により物資の入手が困難となった

場合においても、県民の基本的な生活の確保、人心の安定を図ることを目的として、生活の維持に特に

欠かせない食料、生活必需品及び飲料水等を確保するとともに、迅速な救援を実施する。この場合にお

いて、指定避難所に避難している被災者のみならず、指定避難所以外に避難あるいは在宅被災者への供

給にも配慮する必要がある。 

 なお、これらの救援対策の実施に当たっては、第一次的には住民に最も身近な行政主体としての市町

村があたり、県は広域にわたり総合的な処理を必要とするものに当たる。 

 

第１ 給水救援対策 

１ 飲料水供給の概要 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第１ １」を参照するものとする。 

２ 飲料水の応急給水活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 生活用水の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 食料救援対策 

１ 対応の概要 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第２ １」を参照するものとする。 

２ 調達及び供給 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 協定に基づく応急物資の調達 

このことについては、「一般災害対策編第３章第１６節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３ 生活必需物資等救援対策 

１ 供給方針 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第３ １」を参照するものとする。 

２ 生活必需物資等の範囲 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 生活必需物資等の調達及び供給 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 避難者への給与 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第３ ４」を参照するものとする。 
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第４ 燃料等の調達・供給対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第４」を参照するものとする。 

 

第５ 支援物資等の支援体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第５」を参照するものとする。 

 

第６ 義援物資及び義援金の受入れ 

１ 義援物資の受け入れ 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第６ １」を参照するものとする。 

２ 義援金の受入れ 

このことについては、「一般災害対策編第３章第16節第６ ２」を参照するものとする。 
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第19節 被災地の応急対策 

（総務部、危機管理部、土木部、福島財務事務所、日本銀行福島支店、福島海上保安部、市町村） 

 被災地内の住民の生活やインフラを復旧させるため、宅地内や河川、港湾等の障害物を除去するとと

もに、住民の生活上の不安を解消するための各種相談事業や、社会経済の安定のため金融機関による応

急金融措置を実施する。 

 

第１ 被災地のインフラ復旧等に対する応急措置及び応急復旧の指導・相談 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 障害物の除去  

１ 住宅関係障害物の除去 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第２ １」を参照するものとする。 

２ 河川における障害物の除去 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第２ ３」を参照するものとする。 

３ 港湾・漁港の航路等における障害物の除去  

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第２ ４」を参照するものとする。  

４ 除去した障害物の集積 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第２ ５」を参照するものとする。 

５ 関係機関との連携 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第２ ６」を参照するものとする。 

 

第３ 災害相談対策 

１ 臨時災害相談所の開設 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第３ １」を参照するものとする。 

２ 臨時災害相談所の規模等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 相談業務の内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第３ ３」を参照するものとする。 

 

第４ 応急金融対策 

１ 日本銀行福島支店の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第17節第４ １」を参照するものとする。 
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第20節 応急仮設住宅の供与 

（企画調整部、土木部、市町村、 (一社)プレハブ建築協会、(公社)福島県宅地建物取引業協会） 

 災害により住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、

簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とする。 

 

第１ 建設型応急仮設住宅の建設 

１ 実施機関等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害救助法による応急仮設住宅の建設  

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 応急仮設住宅の運営管理 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 賃貸型応急住宅等の提供 

１ 賃貸型応急住宅の提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第２ １」を参照するものとする。 

２ 公営住宅等のあっせん 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第２ ２」を参照するものとする。

 

第３ 住宅の応急修理 

１ 実施機関等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第３ １」を参照するものとする。 

２ 実施方法等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第18節第３ ２」を参照するものとする。 
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第21節 死者の捜索、遺体の処理等 

（危機管理部、保健福祉部、警察本部、福島海上保安部、市町村） 

 県又は市町村は災害により死亡していると推定される者については、捜索及び収容を行い、身元が判

明しない死亡者については、火葬・埋葬に付し、人心の安定を図る。 

 

第１ 全般的な事項 

１ 衛生及び社会心理面への配慮 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第１ １」を参照するものとする。 

２ 県内医師会及び歯科医師会との協力体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第１ ２」を参照するものとする。 

３  広域的な遺体処理体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２  遺体の捜索 

１ 捜索活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第２ １」を参照するものとする。 

２  災害救助法適用の場合の捜索活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第２ ２」を参照するものとする。 

３  市町村以外の機関の対応 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第２ ３」を参照するものとする。 

 

第３  遺体の収容 

１ 遺体の搬送 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第３ １」を参照するものとする。 

２ 遺体収容所の設営及び遺体の収容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 災害救助法を適用した場合の遺体の処理 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 警察本部及び福島海上保安部の対応 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第３ ４」を参照するものとする。 

 

第４  遺体の火葬・埋葬 

１ 遺体の火葬実施基準 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第４ １」を参照するものとする。 

２ 災害救助法を適用した場合の遺体の火葬・埋葬 

このことについては、「一般災害対策編第３章第19節第４ ２」を参照するものとする。 
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第22節 生活関連施設の応急対策 

（保健福祉部、土木部、水道事業者、水道用水供給事業者、下水道事業者、東北電力(株)、東北電力ネ

ットワーク(株)、(一社)福島県電設業協会、各都市ガス事業者、各簡易ガス事業者、各ＬＰガス事業者、

(一社)福島県ＬＰガス協会、東北経済産業局、関東東北産業保安監督部東北支部、各鉄道事業者、東北

運輸局、東日本電信電話㈱、各放送事業者、東北総合通信局、工業用水道事業者） 

【平時の対応については第２章 第５節 上水道、下水道及び工業用水道施設災害予防対策 

及び第６節 電力、ガス施設災害予防対策 及び第７節 鉄道施設災害予防対策 

及び第８節 電気通信施設等災害予防対策 及び第13節 積雪・寒冷対策を参照】 

 

 上水道、下水道、電気、ガス、交通、通信、放送等の生活に密着した施設が被災した場合、生活の維

持に重大な支障をきたすことが予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急復旧を図る

ための対策を確立するものとする。 

 

第１ 上水道施設等応急復旧対策 

水道事業者及び水道用水供給事業者（以下「水道事業者等」という。）は、地震発生時における

応急給水用飲料水の確保を行うとともに、次により水道施設の復旧対策を実施するものとする。 

１ 被害状況調査及び復旧計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第１ １」を参照するものとする。 

２ 応急復旧のための支援要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 的確な情報伝達・広報活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 下水道施設等応急対策 

下水道管理者は、災害が発生した場合、直ちに被害状況の調査、施設の点検を実施し、排水機能

に支障がある施設及び二次災害のおそれがあるものについて応急復旧を行うものとする。 

１ 要員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第２ １」を参照するものとする。 

２ 応急対策用資機材の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 復旧計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 広報 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 電力施設等応急対策 

１ 災害対策組織の設置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ １」を参照するものとする。 

２ 人員の確保  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ２」を参照するものとする。 
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３ 応急復旧用資機材の確保等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 災害時における広報 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ４」を参照するものとする。 

５ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ５」を参照するものとする。 

６ 災害時における危険予防措置  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ６」を参照するものとする。 

７ 復旧計画等  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ７」を参照するものとする。 

８ 県の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第３ ８」を参照するものとする。 

 

第４－１ ガス施設（都市ガス）応急対策 

１ 災害対策本部 

震度５弱以上の地震が発生した場合は、あらかじめ定められた社員・職員が出動し、巡回・点検

等を行い、供給停止等の被害が生じた場合には、二次災害防止のための供給停止等の緊急措置が迅

速かつ的確に実施できるよう、災害対策本部を設置するものとする。 

なお、災害対策本部には、災害対策活動の拠点として有効に機能し得るために自社構内にあらか

じめ、対策本部となるべき場所を定め、その場所を社員、職員及び関連会社社員に周知するととも

に、次に掲げる備品等を通常から整備しておくものとする。 

(1) ファックス等の通信機器 

(2) 被害状況連絡表 

(3) 需要家リスト 

(4) 導管図等所要設備資料 

２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－１ ２」を参照するものとする。 

３ 災害時における広報活動  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－１ ３」を参照するものとする。 

４ 被害状況の把握（情報収集）  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－１ ４」を参照するものとする。 

５ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－１ ５」を参照するものとする。 

６ 復旧作業等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－１ ６」を参照するものとする。 

 

第４－２ ガス施設（簡易ガス）応急対策 

１ 災害対策本部 

震度５弱以上の地震が発生した場合には、あらかじめ定められた社員・職員が出動し、巡回・点

検等を行い、被害状況によっては、二次災害防止のための初動措置等の緊急措置が迅速かつ的確に

実施できるよう、災害対策本部を設置する。 
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２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－２ ２」を参照するものとする。 

３ 災害時における広報活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－２ ３」を参照するものとする。 

４ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－２ ４」を参照するものとする。 

５ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－２ ５」を参照するものとする。 

６ 復旧計画等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－２ ６」を参照するものとする。 

 

第４－３ ガス施設（ＬＰガス）応急対策 

１ 出動体制 

震度４以上の地震が発生した場合は、いつでも出動可能な体制をとるものとし、必要に応じ、巡

回・点検等を行うとともに、災害が発生した場合は直ちに出動して二次災害の防止等の措置を講じ

るものとする。 

２ (一社)福島県ＬＰガス協会による災害対策本部の設置及び人員の確保 

(1) 地震等による災害が発生した場合等 

震度５以上の地震が発生した場合には、二次災害防止のための初動措置等の緊急措置が迅速か

つ的確に実施できるよう、現地又は協会内に災害対策本部を設置するものとする。 

(2) 復旧要員を必要とする事態が予想され、又は発生した場合は、「福島県ＬＰガス災害対策要綱」

に基づき要員の応援を要請するものとする。 

３ 災害時における広報活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－３ ３」を参照するものとする。 

４ 被害状況の把握（情報収集）  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－３ ４」を参照するものとする。 

５ 復旧計画等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第４－３ ５」を参照するものとする。 

 

第５－１ 鉄道施設( 東日本旅客鉄道(株)）応急対策 

１ 災害応急体制の確立 

(1) 災害対策組織 

災害発生時又は発生が予想される時は、その状況に応じて県内の路線を所管する各支社内及び

現地に応急対策及び復旧を推進する組織を設置する。 

ア 東北本部対策本部、水戸支社対策本部、新潟支社対策本部 

(ｱ) 本部長は東北本部長及び各支社長とし、東北本部及び各支社対策本部の業務を統括する。 

(ｲ) 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

イ 現地対策本部 

(ｱ) 東北本部及び各支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区長に対して現地

対策本部の設置を指示する。 

(ｲ) 現地対策本部長は、地区長又は地区長が指定した者とする。 

(2) 通信設備等の整備 
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関係防災機関、地方公共団体との緊急な連絡及び部内機関相互間における予報及び警報の伝達

情報収集を円滑に行うため、次の通信設備及び風水害、地震に関する警報装置を整備する。 

ア ＪＲ電話・ＮＴＴ電話の緊急連絡用電話、指令専用電話及びＦＡＸを整備する。 

イ 列車無線及び携帯無線機を整備する。 

ウ 風速計、雨量計、水位計及び地震計を整備する。 

(3) 気象異常時の対応 

ア 施設指令は、気象台、関係箇所から気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予報及

び警報の伝達を受けた時は、速やかに関係箇所に伝達する。 

イ 輸送指令は、時間雨量、連続雨量、風速及びＳＩ値（カイン）が運転規制基準に達した場合

は、速度規制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。 

 (4) 旅客及び公衆等の避難 

ア 駅長等は、自駅に適した避難誘導体制を確立するとともに、避難及び救護に必要な器具を整

備する。 

イ 駅長等は、災害の発生に伴い、建物の倒壊危険、火災発生及びその他二次的災害のおそれが

ある場合は、避難誘導体制に基づき、速やかに旅客公衆等を誘導案内するとともに、広域避難

場所への避難指示があった時及び自駅の避難場所も危険のおそれがある場合は、広域避難場所

へ避難するよう案内する。 

(5) 消防及び救助に関する措置 

ア 地震、その他の原因により火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに、延焼拡

大防止を図るため、初期消火に努める。 

イ 災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護に

努める。 

ウ 大規模地震により、列車等において多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設

置するとともに、防災関係機関及び地方公共団体に対する応援要請を行う。 

(6) 運転規制の内容 

ア 地震が発生した場合の運転取り扱いは次による。 

(ｱ) 地震計に12.0カイン以上（一部6.0カイン以上）の場合、列車の運転を中止し、点検を行

った後、安全が確認された区間から運転中止を解除する。 

(ｲ) 地震計に6.0カイン以上12.0カイン未満（一部3.0カイン以上6.0カイン未満）の場合、初

列車を、25㎞/h又は35㎞/h以下の徐行運転を行い、施設の点検を行った後、安全が確認さ

れた区間から運転中止を解除する。 

(ｳ) 地震計に6.0カイン未満（一部3.0カイン未満）の場合、特に運転規制は行わない。 

イ  列車の運転方法はその都度決定するが、概ね次により実施する。 

(ｱ) 迂回又は折り返し運転 

(ｲ) 臨時列車の特発 

(ｳ) バス代行又は徒歩連絡 

２ 乗客の救援、救護 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第５－１ ２」を参照するものとする。 

 

第５－２ 鉄道施設（その他の民有鉄道事業者）応急対策  

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第５－２」を参照するものとする。 
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第６ 電気通信施設等応急対策 

地震災害時における電信電話サ－ビスの基本は、公共機関等の通信確保はもとより、被災地域に

おける通信の孤立化を防ぎ、一般公衆通信を確保するために、応急作業を迅速かつ的確に実施して

通信 の疎通を図る。 

１ 電話（通信）の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第６ １」を参照するものとする。 

２ 災害時の応急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第６ ２」を参照するものとする。 

 

第７ 放送施設等応急対策 

１ 基本方針 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第７ １」を参照するものとする。 

２ 応急対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第７ ２」を参照するものとする。 

 

第８ 工業用水道施設等応急対策 

工業用水道事業者は、災害が発生した場合は、直ちに被害状況の調査等を実施し、次により工業

用水道施設の復旧対策を行うものとする。 

１ 的確な情報伝達・広報活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第８ １」を参照するものとする。 

２ 要員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第８ ２」を参照するものとする。 

３ 応急復旧用資機材の備蓄品の活用と確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第８ ３」を参照するものとする。 

４ 復旧計画の策定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第８ ４」を参照するものとする。 

５ 東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定 

このことについては、「一般災害対策編第３章第20節第８ ５」を参照するものとする。 



地震･津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

第23節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策 

- 151 - 

 

第23節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策 

（総務部、土木部、農林水産部、警察本部、東北地方整備局、北陸地方整備局、市町村、東日本高速道

路(株)） 

【平時の対応については第２章 第９節 道路及び橋りょう等災害予防対策 

及び第10節 河川・海岸等災害予防対策】 

 

 災害時においては、道路・橋りょう施設を災害から防護するとともに、緊急輸送路を最優先に応急復

旧作業を迅速かつ的確に実施し、避難及び救助・救援のための交通路を確保する。 

 また、地震により河川管理施設等の被害を受けた場合は、浸水被害等が拡大する可能性があるため、

対策を講じる必要がある。 

 さらに、公共建築物等の管理者は、その機能を確保するため、自主的な災害応急対策活動を行い、被

害の軽減を図る。 

 

第１ 道路の応急対策 

１ 県管理道路の応急対策計画（道路班） 

(1) 基本方針 

地震により道路、橋りょう等の交通施設に被害が発生し、若しくは発生するおそれがあり、交

通安全と施設保安上必要と認められるとき、又は地震災害における交通確保のため必要があると

認められるときは、通行禁止及び制限並びにこれに関連した応急対策についての計画を定め、警

察との連携を図りながら、直ちに活動に入る。  

(2) 応急対策 

道路管理者は、その管理する道路について早急に被害状況を把握し、所定の報告をするほか、

障害物除去、応急復旧を行い、道路機能を確保する。 

障害物除去について、道路管理者、警察、消防機関及び自衛隊は、状況に応じて協力して必要

な措置を取る。 

ア 市町村 

(ｱ) 行政区域内の道路の被害について、速やかに県（道路班）に報告し、被害状況に応じた

応急復旧を行い、交通の確保に努める。 

(ｲ) 上水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害が発生した場合は、当該施設管理者及

び当該道路管理者に通報する。緊急時には現場付近の立入禁止、避難の誘導、周知措置等

住民の安全確保のための措置をとり、事後速やかに連絡する。 

イ 県（道路班） 

(ｱ) 防災機関等への連絡 

道路管理者は、地震による道路の被害状況、措置状況等の情報を、各防災関係機関へ速

やかに連絡する。 

(ｲ) 点検措置 

地震の発生後、道路等について、直ちに点検を行い、緊急に復旧計画を策定し、応急措

置計画を樹立する。 

(ｳ) 通行規制 

地震災害発生と同時に、警察と協力して交通規制を行い、インターネット、ラジオ、標
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識、情報板、看板及び道路管理者所有のパトロールカー等により、通行者に対し交通情報

等を提供する。 

(3) 復旧計画 

地震による被害施設の早期復旧を図り、併せて地震災害の再発を防止するための施設の新設、

又は改良を行う等、将来の地震に備えた事業を行う。 

ア  市町村 

市町村は、早急に被害箇所の仮復旧を行い、交通の確保を図るとともに、速やかに県（道

路班）に被害状況を報告する。  

イ  県 

県（道路班）は、早急に被害箇所の仮復旧を行い、交通の確保を図るとともに、速やかに

災害復旧計画を作成する。 

２ 直轄管理の国道の応急対策計画（東北地方整備局） 

(1) 基本方針 

緊急輸送の確保と安全かつ円滑な交通を確保する。 

(2) 応急対策 

ア  道路の被害状況等を速やかに把握し、県の災害対策本部情報班等の関係機関に連絡する。  

イ  道路上の車両、道路上への倒壊物又は落下物等、道路の通行に支障を及ぼす障害物を除去し、

交通の確保に努める。 

  この場合、主要避難路及び緊急輸送路から優先的に実施する。 

ウ 上・下水道、電気、ガス、電話等道路占用の施設に被害が発生した場合は、各施設の管理者

に通報する。緊急の場合は、通行の禁止又は制限、あるいは現場付近の立入禁止、避難の誘導、

広報等、住民の安全確保のため必要な措置を講じ、防災関係機関、施設の管理者等に通報する。 

３ 東北自動車道、磐越自動車道及び常磐自動車道の応急対策計画（東日本高速道路(株)） 

(1) 基本方針 

地震災害が発生した場合は、東日本高速道路(株)の防災業務要領の定めるところにより、非常

災害対策本部長による非常体制を指令し、職員等の非常出動体制による災害応急活動に入る。 

(2) 応急対策 

ア 防災関係機関等への連絡 

地震による高速道路の被害状況、措置状況等の情報を各防災関係機関へ速やかに連絡する。 

イ 点検措置 

地震の発生直後、道路等の点検を直ちに行い、緊急復旧計画を策定し、応急措置をとる。 

ウ 通行規制 

地震災害の発生と同時に、警察と協力して必要な交通規制を行い、ラジオ、標識、情報板、

看板、会社所有のパトロ－ルカ－等により、通行者に対する避難誘導措置を講ずる。 

エ 初期消火及び火災防止活動 

高速道路上において、衝突、追突等により車両火災が発生した場合は、消火器、消火栓等の

利用により迅速に初期消火活動を行い、火勢の拡大防止に努めると併せ、速やかに消防機関等

に出動を要請するものとし、消防機関等の行う消防活動に協力する。  

オ 救出及び応急対応 

地震により高速道路上で死傷者が生じたときは、速やかに消防機関等に出動を要請するもの

とし、消防機関等の行う救急活動に協力する。   

カ 危険物、高圧ガス運搬車両の緊急措置 
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地震により高速道路において危険物、高圧ガス等が、運搬車両から流出した場合には、通

行規制等の措置を行うとともに、消防機関等に出動を要請し、同機関の行う除去作業に協力

する。 

４ 主要農道、主要林道応急対策計画（農村整備班、森林林業班） 

(1) 基本方針 

地震により被災した農道、林道の障害物を除去するとともに緊急度に応じて復旧する。 

特に農道のうち生活道路及び林道のうち集落との連絡林道については優先して行い、緊急輸送

及び安全かつ円滑な交通を確保する。 

(2) 応急対策 

ア 防災関係機関等への連絡 

農道・林道管理者は所管する道路の被害状況等を調査し、その結果を県（農村整備班、森林林

業班）に速やかに報告する。 

イ 交通の確保 

農道・林道管理者は所管する道路の障害物の除去及び応急復旧を行い、交通の確保に努める。 

特に、農道のうち生活道路及び林道のうち集落との連絡林道については、優先して措置する。 

(3) 通行規制 

農道管理者は通行が危険な農道について、警察と協力して必要な交通規制を行い、通行者に対

する避難誘導措置を講じる。  

また、林道管理者は通行が危険な林道については、関係機関に通報するとともに、通行禁止等

の措置を講じる。  

５ 交通安全施設応急対策計画（警察本部） 

(1) 基本方針 

警察本部は、地震・津波などの災害により信号機等交通安全施設の損壊、障害が生じた場合、

迅速に対処し、被災地域内での交通の安全と緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、体制の

整備及び主要交差点における交通信号機電源付加装置の設置等、交通安全施設の整備を推進する。 

(2) 応急対策 

ア ヘリコプタ－による被害状況の把握 

テレビカメラ搭載のヘリコプタ－（ヘリテレ）により、被災地域内の交通安全施設等の被

害状況を早急に把握する。 

イ 信号機等の応急復旧 

交通信号機が倒壊、傾斜又は断線等によりその修復を要する場合には、次により復旧する。 

(ｱ) 国道４号、国道６号、国道１３号及び国道４９号をはじめとする県指定の緊急輸送路等

を優先して復旧する。  

(ｲ) 前記路線の信号機の復旧順位については、県警警備本部長が破損等の状況、当該道路の

交通回復の優先等諸般の状況を総合的に判断し、順次復旧する。 

ウ 交差点における交通整理 

被災地内及び関連道路の主要交差点に、交通整理員を配置して交通の安全と円滑化を図る。 

エ 交通情報提供装置等による交通（道路）情報の提供 

道路利用者に対し、交通管制センタ－の交通情報提供装置、テレガイド等による情報の提

供を行い、被災地域内への一般車両の流入を抑制する。 

オ 報道機関に対する交通（道路）情報の提供 

報道機関へ交通（道路）情報を提供し、ラジオ、テレビを通して被災地域内への一般車両
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の流入抑制を図る。 

 

第２ 河川管理施設等の応急対策 

１ 河川管理施設及び海岸保全施設応急対策 

(1) 基本方針 

県（河川港湾班）は、地震による被害を軽減するため、市町村、消防機関等の水防活動が円滑

かつ十分に行われるよう配慮し、下記の活動を確保するとともに、堤防、護岸等の河川管理施設

及び海岸保全施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の応急復旧に努める。 

ア 水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

イ 水門、樋門等に対する遅延のない操作 

ウ 水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

エ 市町村における相互の協力及び応援体制 

(2) 応急対策 

市町村の水防活動が十分に行われるよう情報の連絡、又は交換を図り、水防上必要な器具、資

材等の整備及び技術的な援助を与える等、調整にあたる。また、併行して河川管理施設及び海岸

保全施設、特に重要水防区域を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

市町村の応急復旧についても技術的援助及び調査を行う。 

(3) 復旧計画 

ア 地震による被災箇所について、速やかに復旧計画をたてるとともに、これに基づく従前の効

用を回復させる。 

イ 被災した箇所を把握し、被害状況を各関係機関に報告する。この被害状況に基づいて災害復

旧事業及び改良復旧事業を計画し、国の災害査定を受けた後、災害復旧事業においては従前の

効用を回復し、改良復旧事業においては再度災害の防止と治水安全度の向上を図る。 

〔直轄管理の河川管理施設の応急対策〕 

(1) 基本方針 

東北地方整備局及び北陸地方整備局は、地震による被害を軽減するため、県、市町村、消防機

関等の水防活動が円滑かつ十分に行われるよう配慮し、下記の活動を確保するとともに、堤防、

護岸等の河川管理施設及び海岸保全施設が破壊、崩壊等の被害を受けた場合にも施設の応急復旧

に努める。 

ア 水防上必要な監視、警戒、通信、連絡及び輸送の体制 

イ 水門、樋門等に対する遅滞のない操作 

ウ 水防に必要な器具、資材及び設備の整備 

(2) 応急対策 

県、市町村の水防活動が十分に行われるよう情報の連絡、又は交換を図り、水防上必要な器具、

資材等の整備及び技術的な援助を与える等、調整にあたる。また、併行して河川管理施設、特に

重要水防区域を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

(3) 復旧計画 

ア 地震による被災箇所について、速やかに復旧計画をたてるとともに、これに基づく従前の効

用を回復させる。 

イ 被災した箇所を把握し、被害状況を各関係機関に報告する。この被害状況に基づいて災害復

旧事業及び改良復旧事業を計画し、災害復旧事業においては従前の効用を回復し、改良復旧事

業においては再度災害の防止と治水安全度の向上を図る。 



地震･津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

第23節 道路、河川管理施設等及び公共建築物等の応急対策 

- 155 - 

 

２ 港湾・漁港施設応急対策 

(1) 基本方針 

県（河川港湾班）は、地震により、水域施設、外郭施設、係留施設等の港湾、漁港施設が被害

を受けたとき又はそのおそれがあるときは、速やかに応急措置を行うとともに被害を最小限にと

どめるよう努める。 

(2) 応急対策 

港湾管理者及び漁港管理者は、災害の発生を知ったときは、直接又は船舶所有者の協力を得て

港内を点検し、被害状況を速やかに的確に把握し、必要な場合、関係機関の協力を得て応急措置

を講ずる。 

(3) 復旧計画 

地震により港湾、漁港土木公共施設が被害を受けた場合において、各施設管理者は被害状況を

調査し復旧する。特に公共の安全確保上緊急に復旧を必要とするものについては、速やかに復旧

する。 

港湾、漁港施設の被害のうち、特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象は、

次のとおりである。 

ア 係留施設の破損で、船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの。 

イ 臨港交通施設の破損で、これによって当該臨港交通施設による輸送が不可能か、又は著しく

困難であるもの。 

ウ 水域施設の埋塞で、船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの。 

エ 外郭施設の破損で、これを放置すれば著しい被害を生ずるおそれがあるもの。 

３ ダム施設応急対策 

(1) 基本方針 

あらかじめ定めた規模以上の地震が発生した場合には、速やかに必要な箇所について臨時点検

を行い、その結果ダムの安全管理上必要があると認めた場合は、応急措置を行い、ダムの安全を

確保する。 

(2) 応急対策 

ダムの管理者は、臨時点検の結果、漏水量、変形等のダムの挙動に異常が生じ、かつ急速に増

加の傾向を示す場合は、臨機に水位の低下等の応急措置を行う。 

この場合、ダムから関係機関及び一般住民への連絡・通報は、各ダムの操作規則又は操作規程

等により行う。 

４ 砂防施設等応急対策 

(1) 基本方針 

県（河川港湾班）は、地震により砂防設備や地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩

防止施設に被害が発生、又は発生するおそれがある場合には、震後点検を速やかに実施する。ま

た、必要に応じ、関係市町村の協力を得て土砂災害危険箇所や雪崩危険箇所の災害発生状況を調

査する。 

(2) 応急対策 

震後点検により被災状況を把握し、土砂災害防止施設の被災やがけ崩れや落石、雪崩等より二

次災害が発生するおそれがある場合には、速やかに関係機関や市町村と協力し、応急対策に努め

るものとする。 

５ ため池施設応急対策 

ため池管理者は、一定規模以上の地震が発生した場合は、ため池の緊急点検を行い、その結果を
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速やかに当該市町村に報告をする。また、ため池に被害が発生した場合は、直ちに応急措置を行い、

ため池の安全を確保し、二次災害を防止する。 

ため池管理者は、地震によりため池被害が生じた場合は、市町村長の指示のもとに直ちに緊急放

流や応急工事等を行い、ため池の安全回復に努める。 

 

第３ 公共建築物等の応急対策 

１ 基本方針 

各施設の管理者は、人命安全確保を第一とし、重要な社会公共施設の機能を確保するため、自主

的な災害活動を行い、被害の軽減を図るものとする。 

社会公共施設は、地震災害後における医療、給食、ボランティア活動等における災害応急対策の

拠点としての業務が遂行できるよう、それぞれの施設において、自主的な災害対策活動が実施でき

ることを目標とする。 

２ 応急対策 

各施設の管理者は、重要な社会公共施設の機能及び人命の安全確保を図るため、自主的な応急対

策を行い、被害の軽減を図るものとする。各施設管理者は、地震時の出火及びパニック防止を重点

をおき、それぞれの施設において自主的な災害活動が実施できるようにするとともに、地震災害後

における災害復旧を早急に行う。 

(1) 避難対策については、特に綿密な計画を樹立して万全を期する。 

(2) 地震時における混乱の防止措置を講ずる。 

(3) 緊急時には関係機関へ通報して応急の措置を講ずる。 

(4) 避難所になった場合には、防火について十分な措置をとる。 

(5) 施設入所者、利用者等の人命救助を第一とする。 

３ 県庁舎等の応急修理 

(1) 被害状況の把握 

県庁舎等の管理者は、庁舎等の被害状況を速やかに調査し、関係主管機関に報告するものとす

る。 

(2) 応急修理 

軽易な被害については、庁舎等管理責任者において応急修理を実施することとし、被害が著し

い場合には、関係主管部は総務部（文書管財班）と協議のうえ修理を行うものとする。 

なお、必要に応じ、土木部（建築班）の応援を得るものとする。 

(3) 仮設庁舎の設置 

被害が著しく、執務に支障がある場合は、行政事務の執行等を考慮し必要により仮設庁舎を建

設する。 
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第24節 文教対策 

（総務部、県教育委員会、市町村教育委員会） 

【平時の対応については第２章 第19節 防災教育を参照】 

 

 県・市町村教育委員会及び学校長等は、地震災害時において、園児、児童及び生徒（以下「児童生徒

等」という。）の安全を確保するとともに、学校教育活動の円滑な実施を確保するため、その所管する

業務について、震災時における応急対策計画を定めるものとする。 

 

第１ 児童生徒等保護対策 

１ 学校の対応 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第１ １」を参照するものとする。 

２ 教職員の対応、指導基準 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 応急教育対策 

１ 応急教育の実施 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ １」を参照するものとする。 

２ 被害状況の把握及び報告 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ２」を参照するものとする。 

３  児童・生徒・教職員の心身の健康に関する実態把握及び対応 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 教育施設の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 教員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ５」を参照するものとする。 

６ 学用品の確保のための調査 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ６」を参照するものとする。 

７ 避難所として使用される場合の措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ７」を参照するものとする。 

８ 児童及び生徒のメンタルヘルス対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ８」を参照するものとする。 

９ 入学料等の免除 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ ９」を参照するものとする。 

10 私立学校 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第２ 10」を参照するものとする。 

 

第３ 文化財の応急対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第21節第３」を参照するものとする。 
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第25節 要配慮者対策 

（危機管理部、生活環境部、保健福祉部、市町村、社会福祉施設等管理者） 

【平時の対応については第２章 第22節 要配慮者対策を参照】 

 

 災害発生時において、高齢者、妊産婦、乳幼児、傷病者、障がい者（児）及び外国人等いわゆる「要

配慮者」は、災害情報の受理及び認識、避難行動、避難所における生活等のそれぞれの場面で困難に直

面することが予想される。 

  このため、「第10節 避難」のとおり、要配慮者への情報伝達、避難誘導等において、配慮する必要

があるとともに、災害発生後、速やかな要配慮者の把握、避難所における保健福祉サービスの提供等が

求められる。 

 

第１ 要配慮者に係る対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 社会福祉施設等に係る対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第２」を参照するものとする。 

 

第３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 妊産婦及び乳幼児に係る対策 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第４」を参照するものとする。 

 

第５ 児童に係る対策 

１ 要保護児童の把握 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第５ １」を参照するものとする。 

２ 児童のメンタルヘルスケアの確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 児童の保護等のための情報伝達 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第５ ３」を参照するものとする。 

 

第６ 外国人に係る対策 

１ 避難誘導 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第６ １」を参照するものとする。 

２ 安否確認 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第６ ２」を参照するものとする。 

３ 情報提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第６ ３」を参照するものとする。 

４ 相談窓口の開設 

このことについては、「一般災害対策編第３章第22節第６ ４」を参照するものとする。 
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第26節 ボランティアとの連携 

（危機管理部、保健福祉部、農林水産部、土木部、市町村、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、

日本赤十字社福島県支部） 

【平時の対応については第２章 第23節 ボランティアとの連携を参照】 

 

 大規模な地震により県内に大きな災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため

には、県、市町村及び防災関係機関だけでは、十分に対応することができないことが予想される。 

 このため、防災関係機関等は、ボランティアの協力を得ながら、効率的な災害応急活動を行えるよう

ボランティアの有効な活用を図るものとする。 

 なお、発災後の時間の経過とともに、ボランティアを必要とされる活動領域が変化していくことに留

意する必要がある。 

 

第１ ボランティア団体等の受入れ 

１ ボランティアの受入れ 

このことについては、「一般災害対策編第３章第23節第１ １」を参照するものとする。 

２ 情報提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第23節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 活動拠点等の提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第23節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ ボランティア団体等の活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第23節第２」を参照するものとする。 

 

第３ ボランティア活動保険の加入促進 

このことについては、「一般災害対策編第３章第23節第３」を参照するものとする。 
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第27節 危険物施設等災害応急対策 

（危機管理部、保健福祉部、市町村、消防本部、(一社)福島県危険物安全協会連合会、各危険物取扱事

業者、(社)福島県火薬類保安協会、各高圧ガス製造者（貯蔵所を含む）、福島県高圧ガス地域防災協議

会、(一社)福島県ＬＰガス協会、福島県一般高圧ガス協会、福島県冷凍設備保安協会、(一社)福島県冷

凍空調設備工業会、各毒物劇物取扱事業所） 

【平時の対応については第２章 第24節 危険物施設等災害予防対策を参照】 

 

 危険物等貯蔵施設に係る危険物災害及び毒・劇物による災害が発生した場合、付近住民の生命・財産

を脅かすことが予想され、その影響は極めて大きいことから、速やかな応急対策を図るための対策を確

立するものとする。 

 

第１ 危険物施設応急対策 

１ 出動体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第１ １」を参照するものとする。 

２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第１ ３」を参照するものとする。 

４ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第１ ４」を参照するものとする。 

５ 県（災害対策本部各班）、市町村その他防災関係機関の対応 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第１ ５」を参照するものとする。 

 

第２ 火薬類施設応急対策  

１ 出動体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第２ １」を参照するものとする。 

２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 高圧ガス施設応急対策 

１ 出動体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第３ １」を参照するものとする。 

２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第３ ３」を参照するものとする。 
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４ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第３ ４」を参照するものとする。 

 

第４ 毒物劇物施設応急対策 

１ 出動体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第４ １」を参照するものとする。 

２ 人員の確保 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第４ ２」を参照するものとする。 

３ 被害状況の把握（情報収集） 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第４ ３」を参照するものとする。 

４ 災害時における緊急措置 

このことについては、「一般災害対策編第３章第24節第４ ４」を参照するものとする。
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第28節 災害救助法の適用等 

（危機管理部） 

 災害救助法による救助は、大規模な災害が発生した場合に国の責任において行われ、都道府県知事は

、法定受託事務としてその救助の実施に当たるものである。 

 災害救助法の適用に当たっては、同法、同法施行令、同法施行規則、福島県災害救助法施行細則等の

定めるとろにより、速やかに所定の手続きを行うものとする。 

 なお、都道府県知事に対しては、災害で混乱した時期に迅速に救助業務が遂行できるよう、災害救助

法又は災害対策基本法に基づき、従事命令、協力命令、保管命令等の権限が与えられている。 

 

第１ 災害救助法の適用 

１ 災害救助法の概要 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害救助法適用における留意点 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 災害救助法の適用基準 

１ 適用基準 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第２ １」を参照するものとする。 

２ 住家滅失世帯の算定等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 大規模な災害における速やかな適用 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 災害が発生するおそれ段階の適用〔法第２条第２項〕 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第２ ４」を参照するものとする。 

 

第３ 災害救助法の適用手続き 

１ 市町村 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第３ １」を参照するものとする。 

２ 県 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 救助の実施状況の記録及び情報提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第３ ３」を参照するものとする。 

４ 特別基準の申請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第３ ４」を参照するものとする。 

 

第４ 災害救助法による救助の種類等 

１ 救助の種類 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第４ １」を参照するものとする。 

２ 救助費の繰替支弁 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第４ ２」を参照するものとする。 



地震･津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

第28節 災害救助法の適用等 

- 163 - 

 

３ 迅速な救助の実施 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第４ ３」を参照するものとする。 

 

第５ 災害対策基本法に基づく従事命令等 

１ 従事命令等の発動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第５ １」を参照するものとする。 

２ 公用令書の交付 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第５ ２」を参照するものとする。 

３ 損害補償等 

このことについては、「一般災害対策編第３章第25節第５ ３」を参照するものとする。
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第29節  被災者生活再建支援法に基づく支援等 

（危機管理部） 

一定規模の自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し「被災者生活再建支援法」

（以下「支援法」という。）に基づき支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、もって

住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するものとする。 

また、各種の支援措置を早期に実施するため、罹災証明書を速やかに交付するものとする。 

 

第１  被災者生活再建支援法の適用 

１  支援法の対象となる自然災害 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第１ １」を参照するものとする。 

２  支援法の対象となる世帯 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第１ ２」を参照するものとする。 

３  支援法の適用手続き 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第１ ３」を参照するものとする。 

４  支援金支給の基準 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第１ ４」を参照するものとする。 

５  支給申請書等の提出 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第１ ５」を参照するものとする。 

 

第２ 罹災証明書の交付 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第２」を参照するものとする。 

 

第３ 被災者台帳の作成 

市町村長は、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために、被災者の援護を実施するため

の基礎とする台帳（被災者台帳）を作成するよう努めるものとする。 

１ 被災者台帳に記載する内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第３ １」を参照するものとする。 

２ 台帳情報の利用及び提供 

このことについては、「一般災害対策編第３章第26節第３ ２」を参照するものとする。 
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第30節  ヘリコプター等による災害応急対応 

（県、市町村、消防本部、福島県警察本部、国土交通省、自衛隊） 

【平時の対応については第２章 第１８節 航空消防防災体制の整備を参照】 

 

第１ 消防防災ヘリコプターの運航方針 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第１」を参照するものとする。 

 

第２ 消防防災ヘリコプターによる活動 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第２」を参照するものとする。 

 

第３ 運航管理体制 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第３」を参照するものとする。 

 

第４ 市町村等の受け入れ体制の整備 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第４」を参照するものとする。 

 

第５ 災害対策本部総括班による調整 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第５」を参照するものとする。 

 

第６ 各防災関係機関ヘリコプター等の活動内容 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第６」を参照するものとする。 

 

第７ 広域応援要請 

このことについては、「一般災害対策編第３章第２８節第７」を参照するものとする。 
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第４章 災害復旧計画 

第１節 施設の復旧対策 

（総務部、危機管理部、生活環境部、保健福祉部、商工労働部、農林水産部、土木部、県教育委員会、

市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関） 

 災害復旧計画は、災害発生後被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するため、必

要な施設の設計又は改良を行う等、将来の災害に備える事業計画を樹立し、早期復旧を目標にその実施

を図るものとする。この計画の策定に当たっては、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分検討

して作成するものとする。 

 なお、災害の状況を速やかに調査し実情を把握して、激甚災害指定基準に該当する場合は、「激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害の指定を、早期に受けられるよ

う努めるものとする。 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

県（総務部、危機管理部、生活環境部、保健福祉部、農林水産部、土木部、教育委員会）及び市

町村は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管する公共施

設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成するものとする。 

１ 復旧事業計画の基本方針 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第１ １」を参照するものとする。 

２ 災害復旧事業の種類 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

県（関係各部局）又は市町村は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、その費

用の全部又は一部を、国又は県が負担又は補助するものについては、復旧事業費の決定及び決定を

受けるため査定計画を策定し、国の災害査定実施が速やかに行えるよう努める。 

このうち、特に公共土木施設の復旧については、被災施設の災害の程度により、緊急の場合に応

じて公共土木施設災害復旧費国庫負担法その他に規定する緊急査定が実施されるよう必要な措置

を講じる。 

なお、災害復旧事業として採択され得る限度及び範囲については、国庫負担法、同施行令、同施

行規則、国庫負担法事務取扱要綱及び同査定方針により明らかにされている。 

災害復旧事業費の決定は、知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査に基づき

決定されるが、法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担又は補助して行う災害復旧

事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下この節において「激甚法」

という。）に基づき援助される事業は、以下のとおりである。 

１ 法律に基づき一部負担又は補助するもの 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第２ １」を参照するものとする。 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第２ ２」を参照するものとする。 
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第３ 激甚災害の指定 

１ 激甚災害に関する調査 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第３ １」を参照するものとする。 

２ 激甚災害指定の促進 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 災害復旧事業の実施 

このことについては、「一般災害対策編第４章第１節第４」を参照するものとする。 
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第２節 被災地の生活安定 

（総務部、危機管理部、企画調整部、生活環境部、保健福祉部、商工労働部、農林水産部、福島労働局、

日本赤十字社福島県支部、日本郵便(株)、市町村、市町村社会福祉協議会、住宅金融支援機構） 

 大規模震災時には、多くの人々が被災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命の危険に瀕

し、地域社会が混乱に陥る可能性がある。また、こうした社会の混乱は、速やかな災害復旧を妨げる要

因となる。そこで、震災時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として防災関係機関と協力

し、被災地の生活の安定のため緊急措置を講ずるとともに、適切な情報提供に努めるものとする。 

 

第１ 義援金の配分 

１ 義援金の受入れ配分 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第１ １」を参照するものとする。 

２ 配分計画 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第１ ２」を参照するものとする。 

３ 迅速、透明な配分 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第１ ３」を参照するものとする。 

 

第２ 被災者の生活確保 

１  公営住宅の一時使用 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ １」を参照するものとする。 

２ 職業あっせん計画 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ３」を参照するものとする。 

４ 被災事業主に関する措置 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ４」を参照するものとする。 

５ 租税の徴収猶予等の措置 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ５」を参照するものとする。 

６ 郵便関係措置等 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ６」を参照するものとする。 

７ 生活必需品等の安定供給の確保 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第２ ７」を参照するものとする。 

 

第３ 災害弔慰金の支給 

市町村長は、災害弔慰金の支給等に関する法律の第３条第１項に該当する場合に、当該市町村の

条例に基づき、死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金を支給する。 

１ 対象災害 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第３ １」を参照するものとする。 
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２ 支給限度額 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第３ ２」を参照するものとする。 

 

第４ 被災者への融資 

１ 農林水産業関係 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第４ １」を参照するものとする。 

２ 商工関係（中小企業への融資） 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第４ ２」を参照するものとする。 

３ 住宅関係（住宅金融支援機構による災害復興住宅資金） 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第４ ３」を参照するものとする。 

４ 福祉関係 

このことについては、「一般災害対策編第４章第２節第４ ４」を参照するものとする。 

 

第５ 地震保険の活用 

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、政府が再保険を引き

受ける保険制度である。 

地震における火災等については、火災保険では補填されないことから、被災者の住宅再建にとっ

て有効な手段の一つであり、県（建築総室）、市町村等は、その制度の普及促進に努めるものであ

る。 
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第５章 津波災害対策 

第１節 津波災害対策の概要 

第１ 津波災害対策について 

本県に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震に伴う大津波の経験を踏まえ、今後福島県

沿岸で発生が想定される津波災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、津波災害予防計

画、津波災害応急対策及び津波災害復旧･復興に関する事項を定め、もって県、市町その他防災関

係機関の防災体制の確立を期するものとする。 

 

第２ 津波被害の想定及び過去の津波被害 

１ 津波被害の想定  

県（河川港湾総室）は、県内の市町が作成する津波ハザードマップや津波避難計画の作成支援を

目的として、津波浸水想定を作成し、平成31年３月に公表し、令和４年８月に見直しを行っている。 

津波レベルについては、住民避難を柱とした総合的防災対策を構築する上で想定する「最大クラ

スの津波（Ｌ２津波）」を想定した。 

津波シミュレーションでは、「東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）」と「房総沖を波源

とする津波（茨城県モデル）」「日本海溝における地震に起因する津波」「千島海溝における地震

に起因する津波」を設定して、４波源による津波シミュレーションの結果を重ね合わせて最大浸水

域や最大浸水深を抽出し、最大遡上高、最大水位、影響開始時間及び第一波到達時間等を予測した。 

２ 過去の津波被害 

本県では、記録に残る以下の津波災害が発生している。（一部第１章第４節第１ 既往の地震災

害と本県における地震発生特性から再掲） 

(1) 1611年(慶長16年)12月 Ｍ＝8.1 

三陸沿岸及び北海道東岸にかけて大きな地震があり、津波により相馬領で700名が死亡した。 

(2) 1677年（延宝５年）11月（磐城地方） Ｍ≒8.0 

磐城地方に強い地震があり、500余名が死亡した。また、午後８時ごろ小名浜に地震があり、

家屋1,000余戸が流出し、80余名が溺死した。 

(3) 1696年（元禄９年）６月（磐城地方） 強震地域－磐城小名浜 

磐城地方に強い地震があり、小名浜に高潮が発生。この地震と高潮のため、2,450名が死亡し

た。 

(4) 1793年（寛政５年）２月（陸前・陸中・磐城、震源は宮城県沖）Ｍ＝8.0～8.4 

余震が多く、相馬では10ヶ月も続いた。また、津波は相馬・いわきで発生しており、この地震

による人的被害は相馬で死者８名、矢祭で死者３名となっている。 

(5) 1938年（昭和13年）11月（福島県東方沖地震）Ｍ＝7.5 

津波による被害は発生しなかったが、小名浜で107cmの津波を観測した。  

(6) 1960年（昭和35年）５月 （チリ地震津波）Ｍｗ＝9.5 

チリ沖で発生した巨大地震に伴い、津波が地震発生から約１日後に日本沿岸に到達した。いわ

ゆる遠地津波であり、県内で死者４名、負傷者２名の人的被害が発生した。 

３ 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」に伴う大津波 

3月11日午後2時46分、三陸沖（北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km）を震源としたＭ

ｗ＝9.0の巨大地震が発生し、福島県沿岸に巨大津波が到達し、甚大な被害が発生した。 
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(1) 津波警報等の発表状況  

３月11日 14時49分 津波警報（大津波）発表 予想高さ３ｍ 

     15時14分 予想高さの修正 ６ｍ 

     15時30分 予想高さの修正 10ｍ以上 

３月12日 20時20分 津波警報（津波）に切り替え 

３月13日  7時30分 津波注意報に切り替え 

     17時58分 津波注意報解除 

(2) 津波の観測値 

相馬  第１波 －１．２ｍ（引き波） 時刻不明 

最大波 ９．３ｍ以上 15時51分  

小名浜 第１波 260ｃｍ 15時8分 

最大波 333ｃｍ 15時39分  

(3) 地震、津波による被害 

「第１章第４節第１ ３ 東日本大震災の規模、被害の概要」のとおり。 

(4) 津波浸水面積 

国土地理院の調査によれば、津波浸水は最大で内陸４ｋｍまで達し、面積にして約112ｋ㎡が

浸水し、市町の面積に占める浸水面積は、最も高い新地町において約24％に達した。 

市町 

浸水面積（k㎡）   

田 その他

の農用

地 

森林 荒地 建物用

地 

幹線交

通用地 

その他

の用地 

河川地

及び湖

沼 

海浜 海水域 ゴルフ

場 

合計 全体 浸水率 

10市町計 59 3 5 1 13 2 10 7 4 8 0.5未満 112 2,456 4.6% 

新地町 5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 1 3 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 11 46 23.9% 

相馬市 13 1 2 0.5未満 2 0.5未満 3 1 1 6 0 29 197 14.7% 

南相馬市 28 1 1 0.5未満 3 1 1 2 1 0.5未満 0.5未満 39 398 9.8% 

浪江町 3 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 0 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0 6 223 2.7% 

双葉町 2 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 3 51 5.9% 

大熊町 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 2 79 2.5% 

富岡町 1 0.5未満 0.5未満 0 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 1 68 1.5% 

楢葉町 2 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 3 103 2.9% 

広野町 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0 2 59 3.4% 

いわき市 2 0.5未満 1 0.5未満 5 0.5未満 3 2 1 1 0.5未満 15 1,231 1.2% 

 

第３ 想定する津波災害の規模と防災対策の目的 

津波災害については、県では現在のところ、第２の１に記載した３つの津波を想定しているほか、

過去には昭和35年５月のチリ地震津波のような「遠地津波」や「平成23年３月の東北地方太平洋沖

地震に伴う津波（東日本大震災）」といった規模の大きな津波被害が発生している。 

本章においては、その中でも、浸水面積等が最も大きな東日本大震災クラスを最大クラスの津波

とし、発生頻度や被害の大きさに応じて、２つのタイプの津波に対する特性に応じた津波災害予防

対策、津波災害応急対策を講じるものとする。 

１ 発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（東日本大震災クラス） 

何よりも住民等の生命を守ることを最優先とし、防災意識の向上や情報伝達体制の強化、避難

路・避難場所の設定などによる住民の避難を中心に、海岸保全施設等の整備や浸水想定を踏まえた

土地利用の制限なども柔軟に組み合わせた「多重防御」による総合的な対策を講じる。 

２ 最大クラスに比べ発生頻度が高く、大きな被害をもたらす津波 

住民の人命及び財産の保護、地域経済の安定化や効率的な生産体制の確保などの観点から、住民

の避難による安全確保を前提としながら、津波から地域をできるだけ防御するために海岸保全施設
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等の整備などを重点とした対策を講じる。 
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第２節 津波災害予防計画 

県、市町及び防災関係機関が行う津波災害予防対策については、本節内で定めるもののほか、「第

２章 災害予防計画」の各節に定めるところにより実施する。 

 

第１ 津波防災知識の普及、防災訓練 

１ 住民、児童･生徒等への津波防災教育 

(1) 住民に対する津波防災教育 

県（危機管理総室）及び市町は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が

基本になることを踏まえ、防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通じ、防災関係機関、

地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、津波防災知識の普及に努める。 

県（危機管理総室）は、市町と協力して住民等に対する津波防災教育や広報を実施するととも

に、市町等が行う住民等に対する津波防災教育に関し必要な助言を行うものとする。 

津波防災教育は、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行うものとし、下記の内容につ

いて、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情に合わせた、より具体的な手法

により、実践的な教育を行うものとする。 

ア 我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い揺れ（概ね震度４程度以上）を

感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことな

く迅速かつ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当たっては徒歩によることを

原則とすること、自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すことなど、避

難行動に関する知識 

イ 大津波警報・津波警報を見聞きしたり、沿岸部や川沿いで強い揺れを感じたり、長くゆっく

りした揺れを感じたりしたら、海辺から離れ、より高い安全な場所へ避難すること、海岸保全

施設等よりも海側にいる人は、津波注意報でも避難する必要があること 

ウ 海水浴場や海岸付近で、津波フラッグを見かけたら速やかに避難すること、津波フラッグは

海水浴場等で、津波警報等が発表されたことを知らせる避難の合図であること（津波警報等の

視覚的な伝達） 

エ 津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあること、第二波、第三波等の後

続波の方が大きくなる可能性、数時間から場合によっては一日以上にわたり津波が継続する可

能性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せるいわゆる

津波地震や、海外で発生する遠地地震による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情

報 

オ 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること、特に地震発生直後に発表さ

れる津波警報等の精度には一定の限界があること、浸水想定区域外でも浸水する可能性がある

こと、指定緊急避難場所・指定避難所の孤立や被災も有り得ることなど、津波に関する想定・

予測の不確実性 

カ ３日分の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロッ

ク塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同行避難や避難所での飼養についての準備

等の家庭での予防・安全対策 

キ 津波警報等発表時や避難指示の発令時にとるべき行動、緊急避難場所や避難所での行動 
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ク 家庭内における津波発生時の連絡方法や避難ルールの取決め 

(2) 児童、生徒等に対する津波防災教育 

県（義務教育課、高校教育課、特別支援教育課）及び市町は、児童、生徒等に対する津波防災

教育を、「第２章第19節第４ 学校教育における防災教育（文書管財総室、義務教育課、高校教

育課、特別支援教育課、市町村教育委員会）」に定めるところにより行う。 

なお、児童･生徒等が住んでいる地域の特徴や過去の津波の教訓等について継続的な防災教育

に努めるとともに、学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための

指導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努める。 

また、学校において、外部の専門家や保護者等の協力の下、防災に関する計画やマニュアルの

策定が行われるよう促すものとする。 

(3) 防災上重要な施設管理者に対する津波防災教育 

病院、社会福祉施設、ホテル、旅館その他不特定多数の人々が集まり、津波災害発生時に人的

被害が発生する可能性が高い 防災上重要な施設管理者に対する津波防災教育を、「第２章第19

節第２ 防災上重要な施設における防災教育」に定めるところにより行うものとする。 

(4) 防災対策に携わる全ての職員に対する津波防災教育  

県（危機管理総室）、市町及び防災関係機関は、防災対策に携わる職員に対する津波防災教育

を、「第２章第19節第３ 防災対策に携わる全ての職員に対する教育･研修･訓練」に定めるとこ

ろにより、機関ごとに行う。 

２ 津波防災訓練の実施  

(1) 県（危機管理総室）、市町及び防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関及び

住民の自主防災体制との協調体制の強化を目的として、大規模な地震及び津波を想定した防災訓

練（津波防災訓練）を相互に連携して実施するものとする。 

(2) 津波防災訓練は、年１回以上実施するよう努めるものとし、冬期等避難行動に支障をきたす場

合を想定するなど、様々な条件を考慮した訓練を行うよう配慮する。 

(3) 津波防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な避難のための災害応急対策を中心とする。

この際、最も早い津波の到達予想時間や最大クラスの津波の高さを踏まえた具体的かつ実践的な

訓練を行うよう努めるものとする。 

(4) 津波防災訓練は、市町、防災関係機関及び居住者等の参加を得て行う実働型の防災訓練のほか、

市町、防災関係機関と連携した次のような個別訓練など、地域の実情に合わせて、より高度かつ

実践的に行うものとする。 

ア 動員訓練及び本部運営訓練 

イ 地震情報･津波警報等の情報収集、伝達訓練 

ウ 災害警備及び交通規制訓練 

(5) 県（危機管理総室）は、市町等が自主防災組織等の参加を得て行う訓練に対し必要な助言を行

うものとする。 

  

第２ 情報伝達体制 

１ 住民等への情報伝達手段の整備 

津波は、地震発生後極めて短時間に沿岸に到達するおそれがあるので、津波警報等が発表された

場合や避難指示を発令する場合、あらゆる伝達手段を用いて一刻も早く沿岸部の住民や観光客等に

伝達するための手段を整備する必要がある。 

市町は、「第２章第２節 防災情報通信網の整備」に定めるところにより、津波警報等や避難指
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示の情報を住民等に提供するため、沿岸地域の同報系防災行政無線（戸別受信機含む）の整備や、

インターネット、コミュニティＦＭ等の活用など、その他の多様な通信連絡網の整備充実に努める。 

２ 防災関係機関との情報伝達 

(1) 関係機関の措置 

福島海上保安部、東北地方整備局等の関係機関は、津波警報、避難指示の伝達について、あら

かじめすべての系統、伝達先を再確認しておくものとする。 

この場合、多数の人出が予想される漁港、港湾、船だまり、ヨットハーバー、海水浴場、釣り

場及び海浜の景勝地等の行楽地、さらに養殖場、沿岸部の工事区域等については、あらかじめ、

沿岸部の多数者を対象とする施設の管理者（漁業協同組合、海水浴場の管理者等）、事業者（工

事施工者等）及び自主防災組織と連携して、夜間、休日においても、津波警報等を迅速かつ正確

に伝達できるよう、体制を整備する。 

(2) 異常を発見した場合の通報 

異常現象を発見した場合は、次の図のように速やかに関係機関に通報するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 津波避難施設等の整備 

１ 津波監視体制の整備 

市町は、次により津波監視体制の整備を図る。 

(1) 津波監視の方法 

市町は、津波監視を行う際は、監視カメラ等の遠隔監視設備による無人監視体制の整備に努め

るものとし、やむを得ず有人監視を行う場合は、最大クラスの津波であっても安全を確保できる

高台や堅牢な建物等において実施し、監視者の安全確保を図るものとする。 

(2) 津波監視担当者の選任 

市町は、有人監視を行う場合は、地震発生後等に速やかに津波監視を開始できる者を津波監視

担当者として、あらかじめ選任する。 

(3) 津波監視場所の情報伝達手段の確保 

市町は、有人監視を行う場合は、津波監視場所の情報伝達手段として、地震や停電等の災害時

にも使用可能な無線通信施設等の整備を図る。 

(4) 波高及び潮位観測施設の運用 

国（東北地方整備局、気象庁、国土地理院）及び県（河川港湾総室）は、波高及び潮位の観測

情報を市町へ情報提供する。 

異常現象を 

発見した者 

市町長及び 

消防機関 

警察官 

海上保安官 

福島地方気象台 

県危機管理総室 

警察本部災害対策

課 

関係機関 



地震･津波災害対策編 第５章 津波災害対策 

第２節 津波災害予防計画 

 

- 178 - 

 

ア 県（河川港湾総室）が小名浜港、相馬港及び四倉漁港に設置している波高観測施設 

イ 国土交通省小名浜港湾事務所が小名浜、相馬港及び福島県沖に設置している波高観測施設 

ウ 気象庁が小名浜、相馬港に設置している潮位観測施設及び津波観測施設 

エ 国土地理院が相馬港に設置している潮位観測施設 

 

２ 指定緊急避難場所の整備 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

市町は、津波浸水想定等により津波の危険が予想される地域について、地形、標高等の地域特

性や収容人数等を十分に配慮した、津波を対象とする指定緊急避難場所をあらかじめ指定する。 

特に、周囲に高台等がない地域では、堅固な高層建物や人工構造物を津波避難ビル等として整

備・指定に努めるものとし、民間ビル等を指定する場合は、管理者の同意を得るとともに、災害

発生時の避難場所としての運用方法等について調整を行う。 

(2) 指定緊急避難場所の要件 

指定緊急避難場所は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合に、居住者、滞在者等（居

住者等）に開放されるものであり、階段その他通路に避難上の支障が生じないものであること。 

また、津波が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる

土地の区域内に設定するものであるが、公共施設や民間ビル等の建物の屋上等を指定する場合は、

津波による水圧、波力震動、衝撃等によって損壊等を生じない構造のものであり、かつ建築基準

法上の耐震基準に適合するものとする。 

(3) 県有施設の活用協力 

県（文書管財総室、財務課等）は、市町が指定緊急避難場所として指定する建物の選定につい

て、県有施設の活用等に協力するものとする。 

(4) 指定緊急避難場所の周知 

市町は、印刷物の配布やインターネット等により、指定緊急避難場所を居住者等に周知すると

ともに、標識看板等を設置する。 

なお、住民だけでなく、現地の地理に不案内な観光客や海浜利用者等に対しても周知できるよ

う、海浜地への立看板の設置、パンフレットやチラシの配布、指定緊急避難場所及び津波避難ビ

ルを示す標識を設置する等の広報を行うものとする。 

また、観光地、海水浴場等外来者の多い場所では、駅、宿泊施設及び行楽地に、避難対象地域

の掲示、指定緊急避難場所及び避難路の誘導表示などを行うことにより、外来者に対し周知を図

るものとする。 

３ 避難路の選定  

市町は、津波が発生した場合に避難が必要な地域から指定緊急避難場所までの避難路を選定し、

各道路管理者とともに避難路の整備に努めるものとする。 

(1) 避難路は、おおむね８ｍ以上の幅員があることとするが、地域の実情に応じて選定する。 

(2) 避難路は相互に交差しないこと。 

(3) 避難路沿いには、火災、爆発等の危険性の高い工場等がないこと。 

(4) 避難路の選定については、複数の道路を選定するなど、周辺地域の状況を考慮する。 

(5) 避難路には、指定緊急避難場所までの誘導標識の整備を行う。 

４ 緊急輸送路等の整備 

国（東北地方整備局）、県（道路総室）、市町及び緊急輸送路等の管理者は、それぞれの計画に

基づき、避難者や支援物資等の緊急輸送を確保するために必要な輸送路の整備を行う。 
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(1) 道路の整備 

「第２章第14節第２ 緊急輸送路等の整備（別表１）」に定める緊急輸送路を整備するととも

に、災害発生時の輸送路確保のための準備を行う。 

(2) 港湾又は漁港の整備 

県（河川港湾総室）は、「第２章第14節第２ 緊急輸送路等の整備（別表２）」に定める物資

受入れ港の岸壁等港湾施設又は漁港施設を整備し、津波に対しての安全性の確保を図るとともに、

災害発生時の港湾機能の早期復旧のための準備を行う。 

 

第４ 住民等の避難計画 

１ 津波ハザードマップの作成及び災害危険区域等の指定 

(1) 津波ハザードマップの作成 

市町は、東日本大震災の津波浸水区域及び県が提供する浸水想定区域図等を踏まえ、津波が発

生した場合に避難が必要な地域（避難対象地域）や、指定緊急避難場所、避難路等を明示した津

波ハザードマップを作成し、公表するとともに、立て看板や避難訓練等を通じて、地域住民への

周知徹底を図る。 

(2) 津波災害危険区域の指定 

市町は、建築基準法第39条第１項の規定に基づき、条例で津波の危険が著しい区域を災害危険

区域として指定することができる。この場合、災害危険区域内における住居の用に供する建築物

の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定めるものと

する。 

(3) 津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 

県（河川港湾総室）は、津波防災地域づくり法第53条の規定に基づき、津波が発生した場合に

は住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域にお

ける津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災

害警戒区域として指定することができる。 

また、同法第72条の規定に基づき、津波災害警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物

が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる

土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区

域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 

２ 津波避難計画の策定 

(1) 市町の措置 

ア 津波避難計画の作成 

市町は、津波発生時における迅速かつ円滑な避難を実施するため、住民、自主防災組織、

消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画により、避難対象地域、指定緊急避難場所・避

難施設、避難路、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示の具体的な発令基準、避難訓練の

内容等を記載した、具体的かつ実践的な津波避難計画の策定等を行うとともに、その内容の

住民等への周知徹底を図る。 

イ 津波避難計画に定める内容 

市町が作成する津波避難計画には、以下の事項について定めるものとする。 

(ｱ) 津波浸水想定区域図 

(ｲ) 避難対象地域 

(ｳ) 避難困難地域 
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(ｴ) 緊急避難場所等、避難路等 

(ｵ) 初動体制 

(ｶ) 避難誘導等に従事する者の安全確保 

(ｷ) 津波情報の収集、伝達 

(ｸ) 避難指示の発令 

(ｹ) 津波対策の教育･啓発 

(ｺ) 避難訓練 

(ｻ) その他の留意点 

(2) 県の支援 

県（危機管理総室）は、市町に対し、より実効性のある避難計画を作成できるよう、総務省消

防庁が作成した「市町村における津波避難計画策定指針」及び「地域ごとの津波避難計画策定マ

ニュアル」をもとに、「福島県沿岸市町津波避難計画策定の手引き」を作成するなど、市町の津

波避難計画の策定を支援する。 

(3) 避難行動要支援者の避難対策 

避難行動要支援者の避難については、「第２章第22節 要支援者対策」に定めるところにより、

避難行動要支援者名簿の情報をあらかじめ自主防災組織、消防団及び近隣者等の避難支援者に提

供することにより、対象者の把握や避難の連絡方法、避難補助の方法等を確認しておくものとす

る。 

また、避難行動要支援者が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐため、防災、

医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努めるものとする。 

３ その他 

(1) 県が自ら管理又は運営する施設に関する対策 

県が管理する庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、病院、学校等の管理上の措

置は次のとおりである。 

ア 各施設に共通する事項 

(ｱ) 津波警報等の入場者等への伝達 

ａ 入場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得るよう情報の適

切な伝達方法を考える等の措置を講ずること。 

ｂ 避難場所や避難経路、避難対象地域、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝達する

よう事前に十分検討すること。 

なお、海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる前であっても、強

い揺れ（震度４以上）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長いゆっくりとした揺れを

感じたときは、直ちに避難するよう入場者等に対し、伝達すること。 

(ｲ) 入場者等の避難のための措置 

避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることを考

慮する。 

(ｳ) 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

(ｴ) 出火防止措置 

(ｵ) 水、食料等の備蓄 

(ｶ) 消防用設備の点検、整備 

(ｷ) 非常用電源の整備、県総合情報通信ネットワーク、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情

報を入手するための機器の整備 
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イ 個別事項 

(ｱ) 病院等 

重症患者や新生児等移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導のため

の必要な措置 

なお、要配慮者の避難誘導方法に配慮するとともに、詳細な措置内容は施設ごとに別に定

めるよう留意する。 

(ｲ) 学校、職業訓練校等 

ａ 当該学校等が、津波避難対象地域にあるときは、学生及び生徒の安全かつ速やかな避難

誘導のための必要な措置 

ｂ 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合（特別支援学校等）は、これらの者に

対する保護の措置 

なお、要配慮者の避難誘導方法に配慮するとともに、詳細な措置内容は施設ごとに別に

定めるよう留意する。 

(ｳ) 社会福祉施設 

重度障がい者や高齢者等移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導の

ための必要な措置 

なお、要配慮者の避難誘導方法に配慮するとともに、詳細な措置内容は施設ごとに別に定

めるよう留意する。 

ウ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

災害対策本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、アに掲げる措置をとるほか、次

に掲げる措置をとるものとする。また、災害対策本部等を県が管理する施設以外の施設に設置

する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。 

(ｱ) 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

(ｲ) 無線通信機等通信手段の確保 

(ｳ) 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

(2) 福島県沿岸地震・津波対策連絡会の開催 

県（危機管理総室、生産流通総室、農村整備総室、河川港湾総室、道路総室）、警察本部、市

町、沿岸消防本部及び福島海上保安部は、福島県沿岸地震・津波対策連絡会を開催し、次の事項

について、情報交換、調査及び検討を行う。 

ア 津波警報発表時の警戒体制 

イ 津波警報の住民への伝達体制 

ウ 住民の避難等 

エ 被害時の応急対策 

オ 震災に対する住民の意識の啓発及び防災知識の普及方法 

カ 沿岸地域の危険性の把握 

キ その他連絡会が必要と認める事項 

(3) 相談窓口の設置  

県（関係各部局）及び市町は、地震・津波対策の実施上の相談を受けるために必要な窓口を設

置するとともに、その旨の周知徹底を図るものとする。 
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第５ 津波に強いまちづくり 

１ 海岸保全施設の整備 

県（河川港湾総室、生産流通総室、農村整備総室）は、津波や高潮、波浪、海岸浸食などによる

災害から海岸を防護し、国土を保全するため、海岸堤防などの海岸保全施設の整備を図る。 

２ 防災緑地の整備 

県（都市総室）及び市町は、堤防を越える津波の被害を軽減するために整備した防災緑地の適切

な維持管理を行う。 

３ 海岸防災林の整備 

県（森林林業総室）は、津波災害から農地等を守るため、海岸防災林造成事業により、市町の復

興整備計画に基づき林帯幅をおおむね200mに拡大するとともに、海岸堤防などとの組み合わせによ

る多重防御の一環として、盛土により地下水位から３ｍ程度の生育基盤を造成し、クロマツ等によ

る防災林を整備することで津波防災機能の強化を図る。 

４ 市街地の再整備 

県（都市総室）及び市町は、最大クラスの津波が到達した地域又は到達するおそれのある地域に

おいては、防災集団移転促進事業や土地区画整理事業などによる高台移転、宅地の嵩上げにより再

度災害の防止を図る。 

５ 施設の安全性の確保 

(1) 国、県（建築総室）、市町村、各施設管理者は、津波による被害のおそれのある地域において、

構造物、施設等を整備する場合、耐震化の推進を図るなど津波に対する安全性に配慮する。 

(2) 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、地震が発生した場合は直ちに、水門の閉鎖、工事中の

場合は工事の中断等の措置を講ずるものとする。 

また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検

その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。 

(3) 河川、海岸、港湾及び漁港の管理者は、必要に応じ次の事項について別に定めるものとする。 

ア 防潮堤、堤防、水門等の点検方針・計画 

イ 防潮堤、堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針・計画 

ウ 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

なお、積雪や凍結の影響により水門等の閉鎖に支障をきたすことなく、確実に作動するよう

配慮する。 

６ その他市町が定める事項 

市町は、必要に応じ次の事項について別に定めるものとする。 

(1) 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方針及び

計画 

(2) サイレン、広報車等の整備の方針及び計画 

(3) 海岸線の防災行政無線通信施設(同報系)等の整備の方針及び計画 
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第３節 津波災害応急対策 

県、市町及び防災関係機関が行う津波災害応急対策については、本節内で定めるもののほか、「第

３章 災害応急対策」の各節に定めるところにより実施する。 

 

第１ 災害対策本部体制 

１ 県災害対策本部の設置  

知事は、大規模な津波災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、災害応急対策を円

滑に実施するため、次の基準により災害対策基本法第23条の規定に基づく福島県災害対策本部（以

下、「本部」という。）を設置する。 

また、知事は災害の危険がなくなったとき、又は災害発生時における災害応急対策がおおむね完

了したときは、本部を解散する。 

設置基準 

(1) 気象庁が、福島県に大津波警報を発表したとき。 

(2) 津波により県内に大規模な災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあるときで知事

が必要と認めたとき。 

なお、設置基準１に該当する場合は、本部を自動的に設置する。 

２ 県特別警戒本部の設置 

県内に津波災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本部の設置に至るまでの間

又は本部の設置に至らない程度の津波災害で必要と認められたときは、福島県特別警戒本部設置要

綱に基づき福島県特別警戒本部（以下「特別警戒本部」という。）を設置する。 

３ 職員の非常配備･参集 

津波災害における職員の配備体制及び配備時期、配備要員等は、「第３章第２節 職員の動員配

備」に定めるところによる。 

４ 地方本部体制 

県災害対策本部長は、津波災害応急対策を円滑に実施するため、必要があると認めたときは、地

方振興局に、当該地方振興局の所管区域とする災害対策地方本部を設置する。 

また、１の本部設置基準(1)に該当する場合は、県災害対策本部の設置と同時に、相双及びいわ

きの各地方振興局に災害対策地方本部を設置する。 

５ 市町の活動体制 

市町は「第３章第１節第３ 市町村の活動体制」に基づいて活動体制を整備するものとする。 

６ 指定地方行政機関等の活動体制 

指定地方行政機関等は「第３章第１節第４ 指定地方行政機関等の活動体制」に基づいて活動体

制を整備するものとする。 

 

第２  津波警報等の伝達 

１ 津波警報等の発表  

(1) 津波警報等の種類と内容  

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、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、地震が発生してから
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約３分を目標に津波警報等を津波予報区単位で発表する。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５段階の数値で発表する。ただ

し、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規模

をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その海域における最大の津波

想定等をもとに津波警報等を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、

予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを

伝える。予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規模

が精度よく求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高さも数値で

発表する。 

 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等  

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 
想定される被害と 

取るべき行動 数値での発表 

（予想される津波の高さ区分） 

巨大地震の

場合の発表 

大津波 

警報 

予想される津波

の最大波の高さ

が高いところで

３ｍを超える場

合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ） 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家

屋が全壊・流失し、人は津

波による流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿いにい

る人は、直ちに高台や津波

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。 

 

10ｍ 

（５ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ≦５ｍ） 

津波警

報 

予想される津波

の最大波の高さ

が高いところで

１ｍを超え３ｍ

以下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想される津波の最

大波の高さ≦３ｍ） 

高い 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。 

沿岸部や川沿いにいる人

はただちに高台や津波避

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。 

津波注

意報 

予想される津波

の最大波の高さ

が高いところで

０．２ｍ以上１

ｍ以下の場合で

あって、津波に

よる災害のおそ

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想される津波の最

大波の高さ≦１m） 

（表記しな

い） 

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、又、養殖い

かだが流失し小型船舶が

転覆する。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

浴や釣りは危険なので行

わない。 
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れがある場合 注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近づ

いたりしない。 

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。 

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って、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

３ 津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新する場合

もある。 

４ 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。 

                 

                   

                   

                   

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 津波警報等標識 

津波注意報、津波警報及び大津波警報を鐘音又はサイレンによって伝達する場合は、次の方法

による。（気象庁告示第３号－予報警報標識規則） 

標識の種類       
標      識 

鐘    音 サ イ レ ン 音          

津波注意報 

標  識 

（３点と２点との斑打） 

● － ● － ●  ● － ● 

      （約10秒） 

         

     ○―――――   ○―― 

        （約２秒） 

津波警報 

標  識 

（２点） 

● － ●   ● － ●   ● － ● 

     （約５秒） 

  

○―――       ○――― 

       （約６秒） 
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大津波警報 

（特別警報） 

標  識 

（連点） 

    ● － ● － ● － ● 

     （約３秒） 

               

     ○―――      ○――― 

       （約２秒）（短声連点） 

津波注意報及

び津波警報 

解除標識 

（１点２個と２点の斑打） 

    ●  ●  ● － ● 

     （約10秒）     （約１分）     

          

     ○―――――     ○―― 

           （約３秒） 

    注）鳴鐘又は吹鳴の反復は、適宜とする。 

 

津波注意報、津波警報及び大津波警報を旗によって伝達する場合は、次の方法による。（気象

庁告示第５号－予報警報標識規則 令和2年6月24日一部改正） 

標識の種類 標識 

津波注意報標識 

津波警報標識 

大津波警報標識 

 

赤 白 

白 赤 

 （注）旗は方形とし、その大きさは適宜とする。 

 

(3) 津波予報区                                                         

津波予報区分は、次のとおりである。     
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（気象庁ホームページより転載） 
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(4) 津波に関する予報及び情報 

ア 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その内容 

 発表基準 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

が無い旨を発表 

津波警報等解除後も海面変

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れており、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、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表 

 

イ 津波情報 

気象庁は、津波警報等を発表した場合、各津波予報区の到達予想時刻や予想される津波の高

さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）気象庁ホームページでは、「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」

は「津波警報・注意報・予報」にまとめた形で発表する。 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が到達する

時刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくること

もある。 

（注３）津波観測に関する情報の発表内容について 

     ・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観測され

た最大波の観測時刻と高さを発表する。 

     ・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、

観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報（注

１） 

 

各津波予報区の津波の到達予想時刻（注２）や予想される津波

の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を

発表 

各地の満潮時刻・津波到達予

想時刻に関する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（注３） 

 

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位

で発表（注４） 
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到達中であることを伝える。 

 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

 

 

 

 

 

 

 

（注４）沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

    ・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大

波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観測値から推定される

沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報

区単位で発表する。 

     ・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を

考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又は津波警報が発表中

の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」

（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、津波が到達

中であることを伝える。 

 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値【注１】）の発表内容 

発表中の津波警

報等 

沿岸で推定される津波

の高さ 
発表内容 

大津波警報 

３m超 
沖合での観測値【注２】、沿岸での推定値とも数値で

発表 

３m以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推

定中」と発表 

津波警報 

１m超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

１m以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推

定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

【注１】沿岸から距離が100kmを超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難

しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではな

く「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。 

【注２】沿岸で推定される津波の高さが非常に小さい場合は、沖合での観測値を「微弱」と表現

する。 

 

２ 津波警報等の伝達受理 

津波は、地震発生後極めて短時間に沿岸に到達するおそれがあるので、津波警報等が発表された

場合、防災関係機関は、津波警報等伝達系統図により、可能な限り迅速、的確に伝達する。 

また、津波に関する情報の伝達は、津波警報等の伝達に準じて行う。 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報 
１m超 数値で発表 

１m以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2m以上 数値で発表 

0.2m未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現） 
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(1) 福島地方気象台 

福島県を対象区域とする津波警報等又は「津波に関する情報」を受理したときは、津波警報等

伝達系統図により速やかに伝達する。 

(2) 県 

ア 福島地方気象台から通報される情報は、危機管理総室が受理し、県総合情報通信ネットワー

クにより直ちに市町、消防機関、県出先機関に伝達する。 

イ 津波警報等の情報を受けたときは、直ちに市町に通知する。 

(3) 市町 

ア 市町は勤務時間外においても、県総合情報通信ネットワーク等により伝達される情報が、担

当部課長へ迅速・確実に伝達されるよう、連絡体制を定めておく。 

イ 情報の伝達を受けたときは、関係部課に周知徹底できるよう予め情報の内部伝達組織を整備

しておくとともに、各市町地域防災計画の定めるところにより、速やかに住民その他関係のあ

る団体に周知徹底させる。 

なお、住民等に情報を伝達する場合は、地理的条件を踏まえつつ、住民等が具体的にとるべ

き行動を併せて示すこと等に配慮する。 

また、定められた伝達ルート以外で津波警報等を覚知したときも直ちに住民に伝達できるよ

うにあらかじめ体制を整えておくことが重要である。 

ウ 津波警報等の情報を受けたときは、直ちに公衆や官公署に周知の措置をとる。 

エ 津波警報等及び情報の受理後は、ラジオ、テレビの報道に特に注意をするとともに、的確な

情報の把握に努める。 

(4) 警察本部 

警察本部は、所轄の警察署を通じ、市町に津波警報等を伝達する。 

(5) 福島海上保安部 

ア 船舶関係団体、企業等に対し、電話、一斉ＦＡＸ等により周知する。また、船舶に対し情報

を伝達する場合は、予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえ、係留の強化、港外退避等の

とるべき措置を併せて示すことに配慮する。 

イ 被害が予想される地域の周辺海域の在泊船舶に対しては、船艇、航空機等を巡回させ、訪船

指導の他、拡声器、たれ幕等により周知する。 

ウ 航行船舶に対しては、航行警報又は安全通報等により周知する。 

エ 被害が予想される地域の沿岸海域の住民や海水浴客等に対しては、船艇、航空機等を巡回さ

せ、拡声器、たれ幕等により周知する。 

(6) 東(西)日本電信電話株式会社（ＮＴＴコムウェア（株）） 

大津波警報（特別警報）及び津波警報を受理したときは、一般通信に優先してＦＡＸにより直

ちに市町に伝達する。 

(7) 放送機関 

放送機関は、福島地方気象台から津波警報等の情報を受けたときは、その情報を速やかに放送

を行うように努める。 

ＮＨＫ福島放送局は、大津波警報（特別警報）及び津波警報の情報を受けたときは、その情報

を直ちに放送する。 

(8) 携帯電話事業者  

携帯電話事業者は、気象庁から大津波警報及び津波警報を受理したときは、緊急速報メールに

より市町エリアに配信する。 



地震･津波災害対策編 第５章 津波災害対策 

第３節 津波災害応急対策 

- 191 - 

 

市町村へＦＡＸ

大津波警報及び

津波警報 大津波警報及び津波警報

ＮＨＫ福島放送局

報道機関

職員参集

システム

相互確認

県総合情報通信ネットワーク

※二重線の経路は特別警報発表時に伝達、通知または周知の措置が ★東日本電信電話(株)が被災するなど伝達を受けられないときは、

義務づけられている。 　西日本電信電話(株)が代わりに受信し、伝達する。

福島県
(危機管理総室)

相
互
確
認

双葉地方広域市町村圏
組合消防本部

相馬地方広域消防本部

各
警
察
署

相双地方振興局

相双建設事務所

県関係機関

いわき地方振興局

いわき建設事務所

相馬港湾建設事務所

小名浜港湾建設事務所

広野町

楢葉町

東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社

関係各総室職
員

いわき市消防本部

第二管区海上保安本部

航行船舶

出漁船舶

各漁業無線局
（各漁協）

船舶関係団体

東京電力（株）広
野火力発電所

東北電力（株）原
町火力発電所

相馬共同火力
（株）新地発電所

東京電力（株）
福島第一原子
力発電所

福島第二原子
力発電所

沿岸地域住民･観光客等

在港船舶

大熊町

双葉町

津波警報等伝達系統図

仙台管区気象台

ＮＨＫ等
報道機関

住民等
（緊急速報メール）

携帯電話事業者

消防庁

気象庁本庁又は
大阪管区気象台

（※）バックアップ回線を用意するなど被災の状況により通常使用している情報伝達網が寸断されることを考慮するものとする。

いわき市

相馬市

南相馬市

警察庁本庁

福島地方気象台

沿岸消防本部沿岸市町

福島海上保安部

県水産海洋研究
センター

(県漁業無線局)

交
番
･
駐
在
所

富岡町

浪江町

新地町

他出先機関

県
警
察
本
部

J-ALERT

 

 

 

３ 避難指示の発令 

(1) 津波監視 

市町は、津波注意報が発表されたときは、消防機関と協力をして、直ちに津波監視を行う。津

波監視を行う場合は、監視に従事する者の安全確保に十分な配慮を行う。 

また、大津波警報及び津波警報が発表された場合は、津波監視よりも、海浜にある者や沿岸住

民への津波警報等の広報、伝達並びに避難指示の発令を最優先に行う。 

(2) 津波の自衛措置 
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近海で地震が発生した場合、津波警報等の発表以前であっても、津波が来襲するおそれがある

ため、強い揺れ（概ね震度４程度以上）を感じたとき又は弱い揺れであっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じたときには、市町は、消防機関、水防団、警察官及び自主防災組織等と協力し、

海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し、急いで高台等安全な場所に避難する

よう指示をする。 

(3) 避難の指示 

市町は、津波災害から人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、必要があると認められる

ときは、地域住民等に対して避難指示を行う。どのような津波であれ、危険地域からの一刻も早

い避難が必要であることから、基本的には「避難指示」のみを発令する。 

津波に関する避難指示を判断する情報としては大津波警報、津波警報、津波注意報がある。 

ア 津波監視により異常を認めた場合は、避難対象地域にある者に対し、速やかに避難指示を発

令する。 

イ 津波注意報が発表された場合は、海浜にある者に対し、直ちに海浜から退避するよう避難指

示を発令する。 

ウ 大津波警報及び津波警報が発表された場合は、避難対象地域及び周辺の沿岸沿いにある者に

対し、直ちに避難指示を発令し、その周知徹底を図る。 

特に、大津波警報が発表されたときは、避難対象地域を越えて津波被害が発生するおそれが

あるため、避難対象地域周辺の地域に対しても避難指示を発令する。 

また、海岸部に近い社会福祉施設や要支援者に避難指示を発令する場合は、自主防災組織等

の付近住民や当該施設管理者と連携を図りながら避難誘導を行う。 

エ 通信機材の支障や停電等により津波警報等が確認できない場合でも、地震の規模や状況から

津波発生の恐れがあると判断した場合は、住民に対し、避難指示を発令し、その周知徹底を図

る。 

オ 津波の河川遡上のおそれがあるときは、水門の操作管理者等とともに水門の操作を行い、ま

た、付近住民の避難指示を発令する。 

(4) 避難指示の判断基準の策定 

市町は、「避難情報に関するガイドライン」（内閣府防災担当）の設定例を踏まえ、避難指示

の判断基準を策定するものとする。 

(5) 指定行政機関等による助言 

市町は、上記の判断基準を策定する場合、指定行政機関、指定地方行政機関又は県（河川港湾

班）に対し助言を求めることができる。この場合、助言を求められた指定行政機関、指定地方公

共機関又は県は、その所掌事務に関して必要な助言を行う。 

津波災害に関する避難指示の判断基準を策定する場合、及び津波災害に関する避難指示を発令

する場合に、主に助言を求める機関は、福島地方気象台、河川・海岸・港湾管理者（県河川港湾

総室、各建設事務所等）となる。 

(6) 県への報告 

市町が避難指示を発令した場合には、直ちに県（危機管理総室、災害対策本部情報班）に報告

する。 

(7) 県による避難指示 

地震や津波により、市町が被災しその全部又は一部の事務を行うことができなくなった場合は、

県（危機管理総室、災害対策本部総括班）が避難の指示を行う。 
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４ 住民等への伝達 

(1) 市町の措置 

市町は、津波警報等や避難指示の伝達にあたっては、走行中の車両、運行中の列車、船舶、海

水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、市町村防災行政無線（戸別受信機含む）、

広報車、津波フラッグ、ホームページ、ソーシャルネットワークサービス、携帯電話への緊急速

報メール、テレビ、ラジオ及びコミュニティＦＭ等を活用し、あらゆる手段を用いて住民等へ伝

達するよう努める。 

津波警報等が発表された場合は、直ちに住民等に伝達するものとする。 

また、伝達に当たっては、消防機関、水防団、警察官及び自主防災組織等の協力を得て行う。 

(2) 警察官の措置 

警察官は、津波警報等が発表された場合又は津波のおそれがある場合において、市町長が避難

の指示をすることができないと認めるとき、市町長から要求があったとき又は危険が切迫してい

ると警察官自ら認めるときは、沿岸住民、海浜利用者等に対して避難の指示を行う。 

警察官は、避難の指示をしたときは、直ちにその旨を市町長に通知を行う。 

(3) 海上保安官の措置 

海上保安官は、津波警報等が発表された場合又は津波のおそれがある場合は、巡視船艇、航空

機を巡回させ、磯釣り客、港湾工事関係者、海浜利用者等に対して避難の指示を行う。 

海上保安官は、避難の指示をしたときは、直ちにその旨を市町長に通知を行う。 

(4) 県の措置 

県（危機管理総室、災害対策本部総括班）は、大津波警報及び津波警報が発表された場合は、

緊急速報メールやソーシャルネットワークサービスを利用して市町の住民等に周知するととも

に、放送事業者への情報提供により市町が行う避難指示の伝達を援助する。 

 

第３  住民等の避難誘導、交通等の確保 

１ 住民等の避難誘導 

(1) 市町の措置 

市町は、消防職員、水防団員、警察官、市町職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全が

確保されることを前提とした上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、避難の広報や避難誘

導、避難行動要支援者の避難支援等を行うものとする。 

市町や防災関係機関は、避難誘導や防災対応にあたる者の二次災害を防止し、安全を確保する

ため、ライフジャケットの着用や無線等通信手段の携行に努めるとともに、避難誘導活動に係る

ガイドラインを作成する。 

特に、避難広報は安全を確保できる高台で行うことや、水門閉鎖や避難誘導の業務は津波到達

予想時刻前に終了し安全な場所に退避すること、避難誘導や防災対応にあたる者の待避とともに

住民の避難が完了していることが必要であること等について、事前に住民等に周知するものとす

る。 

また、大津波が発生した場合には、河川の遡上による被害が発生することもあるので、河川沿

いに避難することの危険性についても周知を図る。 

(2) 県の措置 

県（危機管理総室、災害対策本部避難支援班）は、市町と協力し、避難対象地域内の住民等が、

津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、避難対象地域や避難方法の検討、避難経路の

除雪・防雪・凍結防止対策、住民等の津波への備えの啓発、避難行動要支援者の個別避難計画の
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策定支援並びに外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等の体制の検討に努めるものとする。 

なお、住民等の避難行動等の検討に当たっては以下の点に留意する。 

ア 避難時の低体温症のリスクを踏まえ、避難場所での防寒対策に必要な物資（乾いた衣類、防

寒具、暖房器具、発熱剤入り非常食等）の備蓄を考慮する。 

イ 避難場所から避難所への避難経路、防寒機能を備えた屋内の避難所への二次避難の経路等に

ついて考慮する。 

ウ 各種防災施設の整備状況や被害想定の検証等を定期的に行い、必要に応じて見直す。 

エ 高台への避難に相当な時間を要する平野部における避難場所の指定に当たっては、堅牢な高

層建築物の中・高層階を避難場所として利用するなど、津波避難ビル等の活用を推進する。 

オ 人口が少ない平野部等、徒歩による避難が困難な地域では、地域の実情に応じて、災害によ

る道路寸断、道路渋滞、交通事故等の可能性が低いことを前提とし、必要に応じて、自動車に

よる避難について検討する。 

カ 避難行動要支援者の避難支援等、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等において、消防

団、自主防災組織等との連携に努めるとともに、支援等を行う者の避難に要する時間その他の

安全な避難の確保に配慮する。 

(3) 避難行動要支援者の避難 

市町は、避難行動要支援者の避難について「第３章第25節 要配慮者対策」に定めるところに

より、避難行動要支援者名簿や個別避難計画に基づき、避難誘導等を実施するとともに、高齢者、

児童、傷病者、障がい者等の要配慮者に対する支援や外国人、出張者及び旅行者等に対する誘導

など、支援を行う者の避難に要する時間に配慮しつつ適切な対応を実施する。 

なお、避難行動要支援者の避難支援を行う避難支援等関係者も、自らの安全確保を前提として

避難支援を行うものとする。 

(4) 福島海上保安部の措置 

福島海上保安部は、津波による危険が予想される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対し、

港外、沖合等安全な海域への避難について指導を行う。 

２ 住民等がとるべき避難行動 

(1) 自主的な避難 

住民は、津波が予想される地震が発生した場合又は津波警報等が発表された場合、市町等から

の避難指示や避難誘導を待つことなく、津波避難計画に基づき指定された指定緊急避難場所に、

自ら速やかに避難を行う。 

(2) 徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそ

れがあることから、津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。このため、県

（危機管理総室）や市町は、自動車免許所有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原

則の周知に努めるものとする。 

ただし、地域において、津波到達時間、指定緊急避難場所までの距離、要配慮者の存在、避難

路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市町は、避難者が

自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するものとする。 

市町は、自動車による避難体制の検討に当たっては、警察と十分調整しつつ、自動車避難に伴

う危険性の軽減方策とともに、自動車による避難には限界量があることを認識し、限界量以下に

抑制するよう各地域で合意形成を図るものとする。 
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３ 道路交通の確保 

警察本部及び道路管理者は、津波の襲来により危険度が高いと予想される区間及び避難経路とし

て使用されることが想定される区間について、交通規制の内容を事前に周知する。なお、必要に応

じ隣接する県の警察本部との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保する。 

また、道路管理者は、情報板などにより津波発生に関する情報や、地震被害による通行規制情報

の提供に努めるとともに、避難場所へのアクセス道路等について、災害を防除するための必要な措

置を講ずるものとする。 

４ その他交通の確保 

(1) 海上 

福島海上保安部及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保するため、漂流物発生対策、海域監

視体制の強化、船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の制限等の措置を講ずるもの

とする。 

また、津波による危険が予想される場合に、予想される津波の高さや到達時間等を踏まえて、

安全な海域への船舶の退避等を円滑に実施する措置を講ずるものとする。 

(2) 港湾 

港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における港湾利用者の避難などの安全確保対

策を講ずるものとする。 

(3) 鉄道 

津波の襲来により危険度が高いと予想される区間における運行の停止等の運行上の措置を講

ずるものとする。 

(4) 乗客等の避難誘導 

駅、港湾のターミナル等の施設管理者は、市町が定める津波避難計画との整合性を図りながら、

船舶、列車等の乗客や駅、港湾のターミナル等に滞在する者の避難誘導計画を定めるものとする。 

 

第４ 関係機関の措置及び応急対策 

１ 被害状況等の収集･報告 

津波災害による被害状況の収集･報告については、「第３章第３節第２」に定めるところによる。 

２ 消防機関等の活動 

(1) 市町は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、

次の事項を重点としてその対策を定め、実施するものとする。 

ア 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達 

イ 津波からの避難誘導 

ウ 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援 

エ 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立 

(2) 県（危機管理総室）は、市町の実施する消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう、次

のような措置をとるものとする。 

ア 地震が発生した場合、津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力を得て住

民等に対し広報を行うこと。 

イ 地震が発生した場合、緊急消防援助隊等の活動拠点の確保に係る調整、消火薬剤、水防資機

材等、県が保有する物資・資機材の点検、配備及び流通在庫の把握。 

ウ 市町の消防庁舎等の耐震化を含め、消防機関等による被災者の迅速かつ適切な救助・救急活

動の実施体制の整備について、必要に応じて適切な助言等を行うこと。なお、救助・救急活動
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の実施体制の整備に当たっては、孤立集落や長期湛水による孤立地域への救助・救急活動につ

いても考慮する。 

エ 「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定める応援等実施計画及び受援計画等

による緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備を行う。 

オ 自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のため、被災地への経路及び空港・港湾等

の活動拠点の確保を含む救助活動における連携の推進等を図る。 

カ 市町村の消防団に関する加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の充実

を図る取組について、必要に応じて、適切な助言等を行う。  

(3) 施設管理者等は、地震や津波が発生した場合は、次のような措置をとるものとする。 

ア 所管区域内の監視、警戒 

イ 水門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

なお、水門等の閉鎖に当たっては、次の観点から操作員の安全確保に配慮する。 

(ｱ) 強い揺れを感じたとき、弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、

揺れを感じなくても津波警報等が発表されたときのいずれにおいても、直ちに海浜から離れ、

急いで安全な場所に避難することを原則とする。 

(ｲ) その後、津波に関する情報を把握し津波到達までに時間的余裕があると認められる場合に

は、避難に要する時間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施する。 

ウ 資機材の点検、整備、配備 

３ 県の応急対策 

(1) 施設の緊急点検・巡視 

県（各施設管理者）は、地震発生時には津波襲来に備え、必要に応じて、通信施設、水門等の

津波防災施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等及び避難場所に指定されてい

る施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災状況等の把握に努めるものとする。 

なお、緊急点検及び巡視に当たっては職員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配

慮する。 

(2) 二次災害の防止 

県（各施設管理者）は、地震や津波による危険物施設等における二次災害防止のため、必要に

応じた施設の点検・応急措置を関係機関と相互に連携して実施する。 

また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火災警

戒等について、市町へ指示するものとする。 

なお、県（建築総室）は、市町が二次災害防止のために実施する被災建築物応急危険度判定活

動を支援する。 

(3) 工事中の建築等に対する措置 

地震が発生した場合は、工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波襲来に備え、

原則として工事を中断するものとする。なお、特別な必要により津波被害の防止対策を行う場合

には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮する。 

(4) 内水処理の対応 

津波等により浸入した水の排除等が必要となった場合、水防法第32条に基づき、国が特定緊急

水防活動を行うことができるとしており、人命救助等を迅速に行えるよう県（河川港湾班）は水

防管理者（市町長等）や国と連携して取り組む。 

４ その他防災関係機関の応急対策 

(1) 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配備 
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防災関係機関は、津波が発生した場合において、福島県地域防災計画に定める災害応急対策及

び施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機材の点検及び配備等の準備を行うものとし、

具体的な措置内容は、機関ごとに別に定めるものとする。 

(2) 公共インフラ関係 

ア 水道 

水道事業の管理者等は、住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等に

よる二次災害を軽減させるための措置を実施するものとする。 

イ 電気 

(ｱ) 県（危機管理総室）は、津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、夏季の

熱中症対策に重要であることを踏まえ、優先的に電力を必要とする重要施設をあらかじめ選

定し、電力事業者と共有する。 

(ｲ) 電気事業の管理者等は、火災等の二次災害防止に必要な利用者によるブレーカーの開放等

の措置に関する広報、重要施設への電力供給のための体制確保、優先復旧の手順の作成等の

措置を講ずるものとする。 

ウ ガス 

ガス事業の管理者等は、利用者によるガス栓の閉止等、火災等の二次災害の防止のために必

要な措置に関する広報を講ずるものとする。 

エ 通信 

電気通信事業者は、電源の確保、通信手段の多重化・多様化に係る対策、地震発生後の輻輳

対策、災害用伝言ダイヤル等の安否確認手段の普及方策等を講ずるものとする。 

オ 放送 

(ｱ) 放送事業者は、放送が居住者等及び観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のために不可

欠なものであることから、地震発生時には津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警

報等の正確かつ迅速な報道に努めるものとする。 

(ｲ) 放送事業者は、各計画主体と協力して、被害に関する情報、交通に関する情報、ライフラ

インに関する情報、津波警報等、防災関係機関や居住者等及び観光客等が津波からの円滑な

避難を行うために必要な情報の提供に努めるよう留意するものとする。 

(ｳ) 放送事業者は、発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道できるようあらかじめ必

要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の被害防止措置を講ずるものとする。 

カ 水防管理団体等 

水防管理団体等は、地震が発生した場合は、次のとおりの措置を講ずるものとする。 

(ｱ) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(ｲ) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

(ｳ) 水防資機材の点検、整備、配備 

５ 津波災害廃棄物等の処理  

津波被害の被災地においては、損壊家屋を始めとする大量の災害廃棄物や津波堆積物が発生する

ことから、迅速かつ適正な処分を行うため、広域処理と廃棄物の種類毎の処分方法について検討す

る必要がある。  

(1) 災害廃棄物処理計画の策定 

市町は、事前に策定した災害廃棄物処理計画に基づき，必要に応じて災害廃棄物の広域処理を

含めた災害廃棄物の処理処分方法を確立するとともに、仮置場，最終処分地を確保し、計画的な

収集、運搬及び処分を図ることにより、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を行うものとする。ま
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た、焼却施設については、災害廃棄物を処理しつつ、電力供給や熱供給等の拠点としても活用で

きる施設整備を図ることとする。 

県（環境保全総室）は、市町の災害廃棄物処理計画の策定に当たっては、助言及び技術的な支

援を行うものとする。 

(2) 災害廃棄物処理に係る留意事項 

市町は、災害廃棄物処理に当たっては、可能な限り分別収集を行うことにより、リサイクル率

の向上と処理時間及び費用の削減に努めることとする。 

また、復旧・復興計画を考慮に入れつつ計画的に行うとともに、環境汚染の未然防止及び住民、

作業者の健康被害防止のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

県（環境保全総室）及び国（環境省）は、迅速かつ適正な災害廃棄物処理に向け必要な支援を

行う。 
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第４節 津波災害復旧･復興 

 

第１ 津波防災まちづくり 

東日本大震災からの復興では、県及び市町は、津波による被害を受けた被災地について、津波に

強いまちづくりを図る観点から、住民等の参加の下、高台移転も含めた総合的な市街地の再整備を

実施しており、再び津波被害があった際には、それまで実施してきた津波防災まちづくりについて

も津波被害の状況に応じて適切に見直しを行うものとする。その際、時間の経過とともに被災地域

への再移転が行われないよう、土地利用制限や建築制限等についても見直しを行うものとする。 

県（都市総室）及び市町は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、浸水の危険性の低い地

域を居住地域とするような土地利用計画の策定や、できるだけ短時間で避難が可能となるよう緊急

避難場所（津波避難ビル等を含む）、避難路・避難階段等の避難関連施設を都市計画と連携して計

画的に整備すること等を基本的な目標とするものとする。この際、都市公園、河川等のオープンス

ペースの確保等については、単に避難場所としての活用、臨時ヘリポートとしての活用など防災の

観点だけでなく、地域の環境保全、レクリエーション空間の確保、景観構成に資するものであり、

その点を十分住民に対し説明し、理解と協力を得るように努めるものとする。 

 

第２ その他復旧、復興のため措置 

津波災害からの施設の復旧や被災者への支援、生活再建及び産業の再建については、「第４章 災

害復旧計画」の各節により実施するものとする。 

なお、津波災害は、沿岸部の農林漁業者に対して壊滅的な被害をもたらす場合があることから、

農地の塩害対策、漁場及び水産業の一体的復旧等に十分留意するものとする。 

 



 

- 200 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 日本海溝・千島海溝 

    周辺海溝型地震防災 

 対策推進計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地震･津波災害対策編 第６章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総則                       

- 201 - 

 

第６章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策

推進計画 

第１節 総則 

第１ 推進計画の目的 

このことについては、「第１章第１節第２ １」を参照するものとする。 

 

第２ 推進地域 

日本海溝・千島海溝地震対策特別措置法法第３条に基づき指定された本県の推進地域は次表のとお

りである。 

 

【令和４年10月３日内閣府告示第99号】 

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、 

南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、 

岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、耶麻郡猪苗代町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、 

同郡矢吹町、東白河郡棚倉町、同郡矢祭町、石川郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、 

同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、 

同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村 

 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

このことについては、「第１章第６節第２」を参照するものとする。 
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第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備 

 

このことについては、「第１章第８節第１」を参照するものとする。 
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第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に

関する事項 

 

第１ 津波からの防護 

１ 堤防、水門等の点検方針・計画 

このことについては、「第５章第２節第５ ５」を参照するものとする。 

２ 堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等の方針・計画 

このことについては、「第５章第２節第５ ５」を参照するものとする。 

３ 積雪寒冷地において、冬季においても水門等が確実に作動するように配慮した対策 

このことについては、「第５章第２節第５ ５」を参照するものとする。 

４ 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

このことについては、「第５章第２節第５ ５」を参照するものとする。 

５ 内水排除施設等の管理上必要な操作、非常用電源の準備、点検その他所要の被災防止措置 

このことについては、「第５章第２節第５ ５」を参照するものとする。 

６ 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時離着陸場等の整備の方針及び

計画 

このことについては、「第５章第２節第５ ６」を参照するものとする。 

 

第２  津波に関する情報の伝達等 

１ 県内部及び関係機関相互間の伝達体制 

このことについては、「第５章第３節第２ ２」を参照するものとする。 

２ 防災関係機関、地域住民等に対する伝達体制 

このことについては、「第５章第３節第２ ２」を参照するものとする。 

３ 船舶に対する伝達体制 

このことについては、「第５章第３節第２ ２」を参照するものとする。 

４ 管轄区域内の被害状況の情報収集体制 

このことについては、「第５章第３節第４ １」を参照するものとする。 

５ 防災行政無線の整備等 

このことについては、「第５章第２節第２ １」及び「第５章第２節第５ ６」を参照するもの

とする。 

 

第３  地域住民等の避難行動等 

１ 避難対象地域 

避難情報に関するガイドラインを参考に市町村が定める。 

２ 避難方法 

このことについては、「第５章第３節第３ ２」を参照するものとする。 

３ 避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策 

このことについては、「第５章第３節第３ １」を参照するものとする。 

４ 住民等の備え 

避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から
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確認しておき、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう努めるべきものとする。 

５ 避難行動要支援者の避難支援等 

このことについては、「第５章第３節第３ １」を参照するものとする。 

６ 外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等 

このことについては、「第５章第３節第３ １」を参照するものとする。 

 

 

第４ 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

１ 避難後の救護の内容 

このことについては、「第３章第12節第２」を参照するものとする。 

２ 避難所開設における次の項目に関しあらかじめ準備すべき事項 

(1) 応急危険度判定を優先的に行う体制 

このことについては、「第２章第４節第１ ３」を参照するものとする。 

(2) 各避難所との連絡体制 

このことについては、「第３章第11節第２ １」を参照するものとする。 

(3) 各避難所における避難者のリスト作成 

このことについては、「一般災害対策編第２章第９節第１ ６」を参照するものとする。 

(4) 食事・トイレ・寝床等、生活必需品の確保 

このことについては、「第３章第11節第２ ３」を参照するものとする。 

(5) 障がい者トイレの設置や福祉避難所の開設等、要配慮者への対応 

このことについては、「第３章第11節第２ ５」を参照するものとする。 

(6) 飼い主による家庭動物との同行避難等、様々なニーズへの対応 

このことについては、「第３章第11節第１ ２」を参照するものとする。 

 

第５ 意識の普及・啓発 

このことについては、「第５章第２節第１」を参照するものとする。 

 

第６ 消防機関等の活動 

このことについては、「第５章第３節第４ ２」を参照するものとする。 

 

第７ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

このことについては、「第５章第３節第４ ４」を参照するものとする。 

 

第８ 交通 

このことについては、「第５章第３節第３ ３」及び「第５章第３節第３ ４」を参照するものと

する。 

 

第９ 県が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

このことについては、「第５章第２節第４ ３」を参照するものとする。 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

このことについては、「第５章第２節第４ ３」を参照するものとする。 
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３ 地震発生時の緊急点検及び巡視 

このことについては、「第５章第３節第４ ３」を参照するものとする。 

４ 工事中の建築物等に対する安全確保上実施すべき措置 

このことについては、「第５章第３節第４ ３」を参照するものとする。 

 

第１０ 迅速な救助 

このことについては、「第５章第３節第４ ２」を参照するものとする。 
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第４節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

１ 広域的な配備手配を行う資機材、人員等 

このことについては、「第２章第17節」を参照するものとする。 

２ 事前応援協定、手続き上の措置 

このことについては、「第３章第５節」を参照するものとする。 

 

第２ 自衛隊の災害派遣 

このことについては、「第２章第１節第６」を参照するものとする。 

 

第３ 物資の備蓄・調達 

このことについては、「第２章第17節」を参照するものとする。 
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第５節 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合に

とるべき防災対応に関する事項 

 

第１ 北海道・三陸沖後発地震注意情報の伝達 

１ 県及び関係機関相互間の伝達 

気象庁において一定精度のＭｗ（モーメントマグニチュード）を推定し、北海道・三陸沖後発地

震注意情報の発信条件を満たす先発地震であると判断でき次第、内閣府・気象庁合同記者会見が開

催され、当該情報は報道機関のテレビ報道等により周知される。 

その他、気象庁から防災情報提供システムのメール配信等により県（危機管理総室）及び市町村

へ北海道・三陸沖後発地震注意情報を伝達する。 

２ 地域住民等に対する伝達 

北海道・三陸沖後発地震注意情報の情報発信に伴い防災対応をとるべき地域に該当する市町（い

わき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町）（以下、

「関係市町」という。）は、各市町の定めるところにより、防災行政無線や緊急速報メール、ＦＡ

Ｘ、防災アプリ等で後発地震への注意を促す情報その他これらに関連する情報や後発地震に対して

注意する措置等（以下「後発地震への注意を促す情報等」という。）を地域住民や企業等に伝達す

る。 

県（危機管理総室）はＳＮＳや県ホームページを通じて後発地震への注意を促す情報等の発信に

努める。 

 

第２ 北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された後の周知 

県（危機管理総室）及び関係市町は、地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、後発地震

への注意を促す情報等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等、

地域住民等に密接に関係のある事項について周知するよう努める。 

 

第３ 災害応急対策をとるべき期間等 

県（危機管理総室及び各施設管理者）は、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発信に至った地震

の発生から１週間、後発地震に対して注意する措置を講じる。 

 

第４ 県のとるべき措置 

県（危機管理総室）は、後発地震への注意を促す情報等が発信された場合において、関係市町等

と協力し、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をするた

めの備え等の防災対応をとる旨を呼びかける。 

また、県（各施設管理者）は日頃からの地震への備えを再確認するとともに、施設・設備等の点

検等により円滑かつ迅速な避難を確保するよう備える。 

なお、後発地震に対して注意する措置は次のとおり。 

・ 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等日頃からの地震の備えの再確認 

・ 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取り決め、非常持出品の常時携帯等、

円滑かつ迅速に避難するための備え 

・ 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・
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点検等、施設利用者や職員の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 

・ 個々の病気・障がい等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制の

再確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 
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第６節 防災訓練に関する事項 

 

このことについては、「第２章第20節第５」を参照するものとする。 
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第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

 

第１ 県職員等に対する教育 

このことについては、「第２章第19節第３」を参照するものとする。 

 

第２ 地域住民等に対する教育・広報 

このことについては、「第２章第19節第１」を参照するものとする。 

 

 


