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第１節 計画作成の趣旨 

１  計画の目的  

この計画は、住民生活に甚大な被害を及ぼすおそれのある大規模な災害に備え、対処する

ため、過去の大規模な災害の経験を教訓に、近年の社会構造の変化を踏まえ長和町、県、公

共機関、事業者及び住民が相互に協力し、総合的かつ計画的な防災対策を推進することによ

り、かけがえのない住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

２  計画の性格  

この計画は、災害対策基本法第 42 条に基づき、長和町防災会議が作成する「長和町地域

防災計画」として、大規模な災害に対処すべき事項を中心に定めるものとする。 

 

３  計画の推進及び修正  

この計画は、防災に係る基本事項等を定めるものであり、各機関はこれに基づき実践的細

部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとする。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その

時々における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検

討を加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 
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第２節 防災の基本方針 

本町は、三方を山で囲まれ、狭隘で急峻な地形のため、急勾配の河川と土石流危険渓流（地

区）、急傾斜地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険地区等を有するという自然的条件と、要配慮者の増

加等という社会的条件をあわせもつため、様々な災害発生要因に対応した防災対策を講ずる必

要がある。 

 

１ 防災対策を行うに当たっては、次の事項を基本とし、町、県、指定地方行政機関、指定公

共機関、指定地方公共機関、その他関係機関及び住民がそれぞれの役割を認識しつつ、一体

となって最善の対策をとるものとする。特に、災害時の被害を最小化する、いわゆる「減災」

を基本方針とし、たとえ被災しても人命を守ることを最重視し、また、経済的被害ができる

だけ少なくなるよう、対策の一層の充実を図る。 

（１）周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることか

ら、ソフト施策を可能な限りすすめ、ハード・ソフトを組み合わせて一体的な災害対

策を推進する。 

(ｲ) 過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図る。 

イ 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害に強いまちづくりを実現するための、主要交通・通信機能の強化、避難路等の

整備、公共施設や住宅等の建築物の安全化、代替施設の整備等によるライフライン施

設等の機能の確保策を講じる。 

(ｲ) 事故災害を予防するため、事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築、

施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。 

(ｳ) 住民の防災活動を促進するため、防災教育等による住民への防災思想・防災知識の

普及、防災訓練の実施等を行う。併せて、地区防災会議、自主防災組織等の育成強化、

防災ボランティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防災の促進、災害教訓

の伝承により住民の防災活動の環境を整備する。 

(ｴ) 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害

応急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとと

もに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携した実践的な

防災訓練を実施する。 

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策 

ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努

め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資

等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。 
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(ｲ) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障がい者、児童、傷

病者、外国籍住民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など災害対応能力の弱い

者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障がいの有

無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 災害発生の兆候が把握された際には、警報等の伝達、住民の避難誘導及び所管施設

の緊急点検等の災害未然防止活動を行う。 

(ｲ) 発災直後においては、被害規模を早期に把握するとともに、災害情報の迅速な収集

及び伝達、通信手段の確保体制を確立する。 

(ｳ) 被災者に対する救助・救急活動、負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、消火活

動を行う。 

(ｴ) 円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給する

ため、施設の応急復旧、障害物除去等により交通を確保し、優先度を考慮した緊急輸

送を行う。 

(ｵ) 被災者の速やかな避難誘導と安全な避難所への受入れ、避難所の適切な運営管理を

行う。また、被災状況に応じ、応急仮設住宅等の提供、広域的避難収容活動を行う。 

(ｶ) 被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに、相談窓

口の設置等により住民等からの問い合わせに対応する。 

(ｷ) 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し、被災地のニー

ズに応じて供給する。 

(ｸ) 被災者の健康状態の把握等避難所を中心とした被災者の健康保持のために必要な

活動を行うとともに、仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動、防疫活動を行う。

また、迅速な遺体対策を行う。 

(ｹ) 二次災害の防止策については、危険性の見極め、必要に応じた住民の避難及び応急

対策を行う。 

(ｺ) ボランティア、義援物資・義援金を適切に受け入れる。 

（３）適切かつ速やかな災害復旧・復興 

ア 災害復旧・復興段階における基本理念は以下のとおりである。 

(ｱ) 発災後は、速やかに施設を復旧し、被災者に対して適切な援護を行うことにより被

災地の復興を図る。 

イ 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 被災の状況や被災地域の特性等を勘案し、被災地域の復旧・復興の基本方向を早急

に決定し、事業を計画的に推進する。 

(ｲ) 物資、資材の調達計画等を活用して、迅速かつ円滑に被災施設の復旧を行う。 

(ｳ) 災害廃棄物の広域処理を含めた処分方法の確立と、計画的な収集、運搬及び処理に

より、迅速かつ適切な廃棄物処理を行う。 

(ｴ) 再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して、防災まちづくりを実施する。 

(ｵ) 被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建を支援する。 

(ｶ) 被災中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けて経済復興を支援する。 
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ウ 町、県、防災関係機関は、互いに連携をとりつつ、これら災害対策の基本的事項につ

いて推進を図るとともに、防災機関間、住民等の間、住民等と行政の間で防災情報が共

有できるように必要な措置をとるものとする。 

 

２ 町、県、防災関係機関は、緊密な連携のもとに、人命の安全を第一に次の事項を基本とし、

必要な措置を講ずるものとする。 

（１）要配慮者を含めた多くの住民の地域防災活動への参画 

（２）地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を

図るため、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立 

 

３ 住民は、「自分の命は自分で守る。」との認識のもと、地域、職場、家庭等においてお互

いに協力しあい、災害時を念頭においた防災対策を常日頃から講ずるものとする。 

 

４ どこでも起こりうる災害時の被害を最小化し、安全・安心を確保するためには、行政によ

る公助はもとより、個々人の自覚に根ざした自助、身近な地域コミュニティ等による共助が

必要であり、個人や家庭、地域、企業、団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災の

ための行動と投資を息長く行う運動を展開するものとする。また、その推進に当たっては、

時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに、関係機関等の連携の強化を図

る。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第１  実施責任  

１  町  

町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、町の地域並びに地域住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するために消防機関、指定地方行政機関、指定公共機

関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２  県  

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、町及び指定地方公共機

関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

 

３  指定地方行政機関  

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

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

に、町の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

４  指定公共機関及び指定地方公共機関等  

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

動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

５  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者  

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

もに、災害時には、応急措置を実施する。また、町、県及びその他防災関係機関の防災活動

に協力する。 
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第２  処理すべき事務又は業務の大綱  

１  町  

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

１ 長和町防災会議に関すること 

２ 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること 

３ 水防その他の応急措置に関すること 

４ 町地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること 

５ 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

６ 災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること 

７ 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること 

８ その他町の所掌事務についての防災対策に関すること 

９ 町内における公共的団体の育成指導、地区防災会議、自主防災組織の充実強化に関すること 

 

２  県  

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

１ 県防災会議に関すること 

２ 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること 

３ 水防その他の応急措置に関すること 

４ 県地域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること 

５ 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

６ 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること 

７ その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 

８ 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助及び調整に関すること 

９ 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

 

３  上田地域広域連合消防本部依田窪南部消防署  

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

１ 災害の予防、警戒及び鎮圧に関すること 

２ 被災者に対する救助及び救護措置に関すること 

３ 防災に関する訓練の実施及び教育に関すること 

 

４  上田警察署  

処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

１ 災害関連情報の収集及び伝達に関すること 

２ 被災者の救出に関すること 

３ 交通規制及び警戒区域の設定に関すること 

４ 行方不明者の調査又は遺体の検視に関すること 

５ 犯罪の予防、取締りその他社会秩序の維持に関すること 

６ 危険物の取締りに関すること 

７ 被災者に対し、焼失又は紛失した重要書類等の再発行に関すること 
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５  指定地方行政機関  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中 部 森 林 管 理 局 

（ 東 信 森 林 管 理 署 ） 

１ 国土保全に直接資する治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適

正化に関すること 

２ 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること 

３ 災害応急対策用材の供給に関すること 

長 野 労 働 局 

（上田労働基準監督署） 

１ 事業場における産業災害の防止に関すること 

２ 事業場における自主的防災体制の確立に関すること 

３ 工場、事業場における自主的な避難、救助等の教育訓練に関すること  

４ 被災労働者及び被災事業主に対する応急対策の実施に関すること 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 長 野 地 方 気 象 台 ） 

１ 気象注意報・警報等の発表及び伝達に関すること 

２ 地震情報、大規模地震関連情報の通報に関すること 

３ 防災知識の普及に関すること 

４ 災害防止のための統計調査に関すること 

関 東 農 政 局 

（ 長 野 県 拠 点 ） 

１ 災害予防対策 

(１) ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は

指導に関すること 

(２) 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂崩

落防止、農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設の整

備に関すること 

(３) 地震防災上整備すべき地すべり防止施設、農業用用排水施設並び

に農地の保全に係る施設等の整備に関すること 

２ 応急対策 

(１) 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること 

(２) 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

(３) 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること 

(４) 災害時における農作物、蚕、家畜等にかかる管理指導及び病害虫

の防除に関すること 

(５) 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出及び動員に関すること 

(６) 災害時における食料の供給に関すること 

３ 復旧対策 

(１) 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用施

設等について特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること 

(２) 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること 

関 東 地 方 整 備 局 

（ 長 野 国 道 事 務 所 ） 

１ 災害予防 

(１) 応急復旧用資機材の備蓄の推進 

(２) 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

(３) 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

(４) 所管施設の耐震性の確保 

(５) 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

２ 応急・復旧 

(１) 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

(２) 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

(３) 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

(４) 所管施設の緊急点検の実施 

(５) 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な

応急対策の実施 

 

６  陸上自衛隊  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

第 1 3 普 通 科 連 隊 １ 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関する

こと 

２ 災害時における応急復旧活動に関すること 

 

７  指定公共機関  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日本郵政(株)信越支社

（長門郵便局、長門古町

郵便局、大門郵便局、小

県 和 田 郵 便 局 ） 

１ 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務

取扱い及び援護対策等に関すること 

２ 災害時における窓口業務の確保に関すること 

ＪＲ会社（東日本旅客鉄

道 ( 株 ) 長 野 支 社 ） 

１ 鉄道施設の防災に関すること 

２ 災害時における避難者の輸送に関すること 

日 本 貨 物 鉄 道 ( 株 ) 

（関東支社長野支店） 

災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関すること 

電 気 通 信 事 業 者 

（東日本電信電話(株)長

野支店、(株)エヌ・ティ・

ティ・ドコモ長野支店、

ＫＤＤＩ(株)、ソフトバ

ン ク モ バ イル ( 株 ) ） 

１ 公衆電気通信設備の保全に関すること 

２ 災害非常通話の確保及び気象通報の伝達に関すること 

日本銀行（松本支店） １ 金融機関の支払いに対する現金の準備に関すること 

２ 損傷通貨の引換えに関すること 

日 本 赤 十 字 社 

(長野県支部・長和町分区) 

１ 医療、助産等救助、救護に関すること 

２ 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること 

３ 義援金品の募集に関すること 

日 本 放 送 協 会 

（ 長 野 放 送 局 ） 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 
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機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日 本 通 運 ( 株 ) 

（ 長 野 支 店 ） 

災害時における貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関すること 

電力会社（中部電力(株)

（ 上 田 営 業 所 ）） 

１ 電力施設の保全、保安に関すること 

２ 電力の供給に関すること 

東 日 本 高 速道 路 ( 株 ) 

中 日 本 高 速道 路 ( 株 ) 

１ 東日本高速道路(株) 

上信越自動車道、長野自動車道（安曇野ＩＣ～更埴ＪＣＴ）の防災

に関すること 

２ 中日本高速道路(株) 

中央自動車道、長野自動車道（岡谷ＪＣＴ～安曇野ＩＣ）、安房峠道

路の防災に関すること 

 

８  指定地方公共機関  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

ガ ス 会 社 

(帝石パイプライン(株)) 

１ ガス施設の保全、保安に関すること 

２ ガスの供給に関すること 

鉄 道 会 社 災害時における鉄道車両による救助物資及び避難者等の輸送の協力に関

すること 

路 線 バ ス 会 社 等 

（ＪＲバス関東(株)、 

（公社）長野県バス協会） 

災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること 

貨物自動車運送事業者

((公社)長野県トラック協会) 

災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関すること 

放送事業者（信越放送㈱、

㈱長野放送、㈱テレビ信

州、長野朝日放送㈱、長

野 エ フ エ ム 放 送 ㈱ 、 

㈱ エ フ エ ム と う み ） 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

長 野 県 情 報 

ネ ッ ト ワ ー ク 協 会 

気象予報及び警報、災害情報等広報に関すること 

医師会、歯科医師会、看

護協会（小県医師会・上

田小県歯科医師会、長野

県看護協会上田支部） 

災害時における医療、助産等救護活動の実施に関すること 

薬剤師会（上田薬剤師会） 災害時における救護活動に必要な医薬品等の提供に関すること 

(一社)長野県ＬＰガス協会 液化石油ガスの安全に関すること 

(一社)長野県建設業協会 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること 

(社福)長野県社会福祉協議会 災害ボランティアに関すること 
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９  公共的団体及び防災上重要な施設の管理者  

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

農 業 協 同 組 合 

（信州うえだ農業協同組

合（よだくぼ南部支所）） 

１ 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 農作物の災害応急対策の指導に関すること 

３ 被災農家に対する融資、あっせんに関すること 

４ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること 

５ 農産物の需給調整に関すること 

森林組合（信州上小森林

組 合 依 田 窪 支 所 ） 

１ 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

３ 木材の供給と物資のあっせんに関すること 

漁 業 協 同 組 合 

（上小漁業協同組合） 

１ 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること 

３ 漁船、共同施設の災害応急対策及びその復旧に関すること 

商工会、商工会議所等 

商 工 業 関 係 団 体 

（ 長 和 町 商 工 会 ） 

１ 町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること 

２ 被災組合員の融資、あっせんの協力に関すること 

３ 災害時における物価安定の協力に関すること 

４ 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること 

病院等医療施設の管理者

（依田窪病院（老人保健

施設「いこい」含む）、 

依田窪病院附属和田診療

所、和田歯科診療所） 

１ 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における入所者の保護及び誘導に関すること 

３ 災害時における病人等の収容及び保護に関すること 

４ 災害時における被災負傷者の治療及び助産に関すること 

社会福祉施設の管理者 １ 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること 

金 融 機 関 被災事業者等に対する資金融資に関すること 

危 険 物 施 設 及 び 

高圧ガス施設の管理者 

１ 安全管理の徹底に関すること 

２ 防護施設の整備に関すること 

自治会長会、区長会等 町が行う災害応急対策の協力に関すること 
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第４節 防災面からみた長和町の概況 

第１  自然的条件  

１  町域  

長和町は、長野県のほぼ中央東寄り、小県郡の南部に位置し、広さは東西 16.39㎞、南北

21.50 ㎞、周囲 68.50 ㎞で、総面積は 183.86 ㎞ 2であり、東は蓼科山系の山脈を境として立

科町に接し、南は中信高原の霧ヶ峰山塊を境として茅野市、諏訪市に接し、西は美ヶ原高原

があり下諏訪町、松本市に接し、北は上田市と接している。 

 

２  地勢  

長和町は、三方を山で囲まれ、狭隘で急峻な地形であり、千曲川水系の依田川源流部を抱

え、急流河川の沢筋に集落や農地が拓かれた山間地域である。 

総面積の約 86％（158.46 ㎞ 2）を山林が占め、標高は、立岩の 580ｍを最低として、茶臼

山の 2,006ｍを最高とする標高差（1,426ｍ）の大きい立地にある。 

 

３  地質  

地質は、新第三紀の中新世に属する内村累層と鮮新世に属する小諸層群との接触点に当た

り、さらに南方は蓼科火山岩に被われた地帯で、和田地域の鷲ヶ峰、男女倉方面を除く山野

の大部分が、緑色凝灰岩である。 

内村累層は古い海底火山の堆積物であり、緑色の硬い岩石であって依田川の西部、東部地

籍に断続的に細長く連なり、北の鳥羽山から南は入大門に及んでいる。 

また、海底で噴出した岩石が後に隆起する活動でできたのが武石層といい、今松沢山の奥

から中組までの和田川右岸の山々と、久保から青原までの北辺の山々はこの武石層で、岩質

か又は、その砕屑岩である。 

 

４  地盤  

長和町内の地盤は内村累層と小諸層群の接触点に当たり、地層全体を総合的に見れば、良

い地盤又は、基盤そのものに近い岩盤と判断される。ただし、長久保深山から滝ノ沢の付近

より東側には、河床堆積物からなるやや悪い地盤がある。 

 

５  活断層  

長野県内には長野盆地西縁活断層系をはじめとして、数多くの活断層密集地域が存在して

いる。県内の活断層の分布状況については、次ページに掲げるとおりである。 
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県内の主な活断層 

 

 

東御市 安曇野市 
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６  自然条件にみる災害の要因  

本町のおかれた自然環境は概して厳しく、それらが人為的な諸要因と相関して災害へと発

展する素因は常に内存している。 

（１）流出土砂の生産源 

地形が複雑急峻であるため土砂の生産源となっており、豪雨の際には土砂の流出が著し

く、洪水の大きな要因となっている。 

（２）急勾配の河川 

本流、支流とも 30 分の１以上の急流が随所にあり、極めて急勾配になっているため水

流による縦横の浸食力が非常に大きい。また、河川の水量が多く、しかも急勾配で流下す

るため、災害の直接の原因となっている。 

（３）水源地帯の荒廃及び開発 

水源地帯である林野地帯には荒廃地面積も多く、豪雨時の貯水の機能が不十分のため、

土砂の流出とあいまって、水害の要因となっている。 

（４）急峻な地形 

急峻な地形が多いため、豪雨時等には各所で地滑りが発生する可能性が高い。 

（５）前線の影響による大雨 

梅雨期や秋雨期には、前線上を東進する低気圧や台風の北上に伴い、南の海上から流入

する温暖気流によって、前線活動が活発となり大雨を降らせることがあり水害の直接の原

因となる。特に梅雨末期には集中豪雨となりやすく警戒を要する。 

（６）台風の進路による影響 

ア 県を縦断して北上する場合 

全県が暴風域に入り、全県的に風害や水害が発生する。特に東部・北部一帯は、風・

雨ともに強く、台風通過後の吹き返しの風による災害をもたらす。 

イ 県の東側に接近して北上する場合 

県の東部山沿いで風・雨とも強く、台風の吹き返しによる風が被害を大きくする。 

ウ 県の南側を接近して東進する場合 

南部や東部に大雨が降る典型的な雨台風で、これらの地域に水害をもたらす。 

エ 県の西側に接近して北東進する場合 

県全域が暴風域に入り、全県的に風害や水害が発生し、特に南部と西部の山沿いは局

地的な大雨となる。 

（７）地震災害発生の可能性については、火山帯に加え、フォッサマグナ（糸魚川－静岡構造

線断層帯）、信濃川姫川両地震帯や活断層が密集する地域が数多く存在する長野県内に位

置していることから、その可能性は大きいといえる。 
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第２  社会的条件  

１  人口  

町の人口は、平成 29年６月１日現在 6,299 人（2,664 世帯）で、平成元年４月１日時点の

8,200人（2,411世帯）と比較するとかなり過疎化が進んでいることを示している。 

このことから、町では長和町土地開発公社を通じて、町内外者を対象とした住宅団地の造

成や若夫婦向けマンション等、町の過疎対策として様々な人口増加施策を長期に渡って推進

している。 

しかし、その一方で高齢化が急速に進行しており、核家族化の進行と相まって独居老人世

帯や高齢者のみ世帯が年を追って増加している状況であり、特に山間部における集落にこの

傾向は顕著である。 

 

２  産業  

（１）農業 

町の基幹作物は、水稲・小麦・大豆・そばである。また、ブロッコリー・ミニトマト・

アスパラの生産が増加しており、冷涼な機構を生かした高原野菜とグラジオラスを中心と

した花卉栽培も行われている。果樹農家は少ないものの大規模農家によるぶどう、りんご

生産が行われている。 

施設型農業では、エノキタケの生産があげられるが、他産地の培養センター方式等によ

る大規模施設での大量生産により、市場価格は大幅に低下し、町内エノキタケ栽培農家は

厳しい経営を余儀なくされている。 

畜産業では、乳価をはじめとする畜産物の価格低迷により、厳しい経営が続いている。 

いずれにしても、中山間地域を多く抱える町で、農業従事者の他産業への流出による農

業労働力の減少、高齢化・後継者不足、長期にわたる農産物の価格低迷、また山間傾斜地

はもちろんのこと、機械作業の可能な平坦地においても遊休荒廃農地が増加し、さらに

鹿・イノシシ等による農作物への被害、兼業・小規模農家が大多数を占める本町の農業情

勢は大変厳しくなってきている。 

（２）林業 

町の山林面積は 15,846ha であり、町の総面積の 86.1％を占め、その内訳は、国有林

8,239ha（51％）、県及び公社林 117ha（1％）、町有林 1,323ha（８％）、財産区有林 1,667ha

（10％）、私有林 4,500ha（28％）となっている。 

私有林の保有規模が５ha 以下の零細な林家が大半を占めている一方、林家の高齢化、材

価の低迷等により森林及び林業に対する関心が薄れ、森林施業の遅れが目立ってきている。 

林業従事者の高齢化及び人員不足は、年々深刻の度を増しており、林業後継者の育成・

確保が急務である。 

獣害対策については、猟友会２支部とわなの会の３団体により有害鳥獣駆除に取り組ん

でおり、被害が減少傾向にあるが、会員の高齢化と会員数の減少が問題となっている。 
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（３）商工業 

町の商業は、日用品等の販売を中心とした小規模零細な商店がほとんどであるが、車社

会の中、多くの住民は近隣市町村の大型店を利用しているため、経営は年々厳しさを増し

ている。 

工業は一部の自社ブランド、自社生産企業を除き下請加工企業が多く、景気の影響を受

けやすいため、これらの商工業者のバックアップを強化することが必要になっている。 

同時に、労働力不足、従業者の高齢化が深刻な問題となっている。 

（４）交通 

国道 152号が町内を南北に縦貫しており、これと交差、併走する形で国道 142号及び国

道 254 号が走っている。 

県内の高速道路網整備の進展にともない、これら高速道路網上の諸都市間を結ぶ短絡ル

ートとして、これらの国道の交通量は年々増加の一途を辿っている。 

 

３  防災をめぐる社会構造の変化と対応  

近年の高齢化、国際化、情報化等社会構造の変化により、災害脆弱性の高まりがみられ、

これらの変化に十分配慮しつつ防災対策を推進する必要がある。 

とりわけ、次に掲げるような変化については、十分な対応を図るよう努めるべきである。 

（１）要配慮者の増加がみられる。これについては、防災知識の普及、災害時の情報提供、要

配慮者支援制度の推進、避難誘導、救護、救済対策等防災の様々な場面において、要配慮

者に配慮する必要があることから、各施策の展開に当たっては、要配慮者への配慮に留意

するよう努める。 

（２）ライフライン、コンピューター、情報ネットワーク等への依存度が増大し、災害発生時

にこれらが被災すると、日常生活、産業活動に深刻な影響が及ぶことから、これら施設の

耐震化の促進とともに、補完的機能の充実に努める。 

（３）住民意識及び生活環境の変化として、近隣扶助精神の低下がみられる。このため、コミ

ュニティー、地区防災会議、自主防災組織等の強化とともに、多くの住民参加による定期

的防災訓練、防災思想の徹底等に努める。 
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第５節 地震被害想定 

第１  基本的な考え方  

長野県に被害を及ぼすと考えられる地震には、県内あるいは隣接地域で起こる内陸地震と、

東海沖などに起こるプレート境界型地震がある。 

平成 25、26 年度の２か年で実施した県地震対策基礎調査の結果及び中央防災会議による

東海地震、東南海・南海地震等の被害想定結果に基づき、予測される被害量や被害の様相、

さらには地震対策の方向性について本計画における災害予防計画、災害応急活動、災害復旧

対策計画等の基礎資料とするものである。 

 

第２  想定地震  

１  想定地震の諸元  

長野県における過去に被害をもたらした地震や、活断層の分布状況、現時点での科学的知

見を踏まえ、県内の主要都市で被害が甚大となると考えられる地震を想定した。 

 

想定地震の諸元 

種類 地震名 参考モデル 
長さ L 

（km） 

マグニチュード 
備考 

Mj Mw 

内
陸
型
（
活
断
層
型
）
地
震 

長野盆地西縁断層帯の地震 地震調査委員会(2009) 58 7.8 7.1 ４ケース 

糸魚川－静岡構造線 

断層帯の地震 

全体 

文部科学省研究開発局 

ほか(2010) 

150 8.5 7.64 

構造探査ベ

ースモデル 
北側 84 8.0 7.14 

南側 66 7.9 7.23 

伊那谷断層帯（主部）の地震 地震調査委員会(2009) 79 8.0 7.3 ４ケース 

阿寺断層帯（主部南部）の地震 地震調査委員会(2009) 60 7.8 7.2 ２ケース 

木曽山脈西縁断層帯（主部北部） 

の地震 
地震調査委員会(2009) 40 7.5 6.9 ２ケース 

境峠・神谷断層帯（主部）の地震 地震調査委員会(2009) 47 7.6 7.0 ４ケース 

海
溝
型
地
震 

想定東海地震 中央防災会議(2001)  8.0 8.0 １ケース 

南海トラフ巨大地震 基本ケース 内閣府(2012)  9.0 9.0 １ケース 

南海トラフ巨大地震 陸側ケース 内閣府(2012)  9.0 9.0 １ケース 
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２  想定するシーン  

地震被害を想定するシーンは以下の３つとする。 

 

想定するシーン 

季節・時刻  想定される被害の特徴 

冬／深夜 
・多くが自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する危険性が

高い。 

夏／昼 12 時 

・自宅外で被災する場合が多い。 

・木造建物内滞留人口は、１日の中で少ない時間帯であり、老朽木造住宅の倒壊

による死者数は「冬・深夜」と比較して少ない。 

冬／夕 18 時 

・住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最も多くなる。 

・鉄道、道路もほぼ帰宅ラッシュ時に近い状況でもあり、交通被害による人的被

害や交通機能支障による影響が大きい。 

 

３  地震別ケース別の想定最大震度  

町における地震別ケース別の想定最大震度は以下のとおりである。 

 

地震別ケース別の想定最大震度 

想定地震 想定最大震度 

長野盆地西縁断層帯の地震 

ケース１ ５弱 

ケース２ ５弱 

ケース３ ５強 

ケース４ ５強 

糸魚川－静岡構造線断層帯の地震 

全体 Mj8.5 ７ 

北側 Mj8.0 ６強 

南側 Mj7.9 ６弱 

伊那谷断層帯（主部）の地震 

ケース１ ５強 

ケース２ ５強 

ケース３ ５強 

ケース４ ５強 

阿寺断層帯（主部南部）の地震 
ケース１ ４ 

ケース２ ４ 

木曽山脈西縁断層帯（主部北部）の地震 
ケース１ ５強 

ケース２ ５弱 
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想定地震 想定最大震度 

境峠・神谷断層帯（主部）の地震 

ケース１ ５弱 

ケース２ ５弱 

ケース３ ５弱 

ケース４ ５弱 

全ての主要活断層帯のケースによる地震の地表震度分布の重ね合わせ ７ 

想定東海地震 ５強 

南海トラフ巨大地震 
基本ケース ５強 

陸側ケース ５強 

 

４  地震別ケース別の被害想定  

町における地震別ケース別の被害想定は以下のとおりである。 

 

建物 最大被害想定 

想定地震 

建物被害（棟）【冬 18時、強風時】 

液状化 揺れ 断層変位 土砂災害 火災 合計 

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 全壊 半壊 焼失 全壊･焼失 半壊 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
＊ ＊ 120 470 0 10 40 0 130 500 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
0 0 0 ＊ 0 ＊ ＊ 0 ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
0 0 0 0 － ＊ ＊ 0 ＊ ＊ 
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死者 最大被害想定 

想定地震 

人的被害（人）【冬深夜、強風時】 

死者数 

建物倒壊 (うち)屋内収容物 土砂災害 火災 ブロック塀等 合計 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
10 ＊ ＊ 0 ＊ 10 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
＊ ＊ ＊ 0 ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
＊ ＊ ＊ 0 0 ＊ 

 

 

負傷者 最大被害想定 

想定地震 

人的被害（人）【冬深夜、強風時】 

負傷者数 

建物倒壊 (うち)屋内収容物 土砂災害 火災 ブロック塀等 合計 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
＊ ＊ 0 0 ＊ ＊ 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
70 10 ＊ 0 ＊ 70 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
＊ ＊ ＊ 0 ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
＊ ＊ ＊ 0 0 ＊ 
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重症者 最大被害想定 

想定地震 

人的被害（人）【冬深夜、強風時】 

重症者数 

建物倒壊 (うち)屋内収容物 土砂災害 火災 ブロック塀等 合計 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
＊ ＊ 0 0 ＊ ＊ 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
40 ＊ ＊ 0 ＊ 40 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
＊ ＊ ＊ 0 ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
＊ ＊ 0 0 0 ＊ 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
＊ ＊ ＊ 0 0 ＊ 

 

 

避難者 最大被害想定 

想定地震 

避難者（人）【冬 18時、強風時】 

被災１日後 被災２日後 被災１週間後 被災１ヶ月後 

合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
0 0 0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 0 0 0 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
170 100 70 860 430 430 570 290 290 390 120 270 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
＊ ＊ ＊ 10 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
0 0 0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 0 0 0 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 0 0 0 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
＊ ＊ ＊ 20 10 10 10 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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自力脱出困難者・要配慮者避難者 最大被害想定 

想定地震 

人的被害（人） 要配慮者（人）【冬 18時、強風時】 

自力脱出 

困難者数 

避難所避難者における要配慮者数 

１日後 ２日後 １週間後 １ヶ月後 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
0 0 ＊ ＊ 0 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
10 20 90 60 20 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
0 ＊ ＊ ＊ ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 0 0 0 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
0 0 ＊ ＊ 0 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
0 0 ＊ ＊ 0 

想定東海地震(最大被害) 0 0 0 0 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
0 ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

 

ライフライン 最大被害想定 

想定地震 

ライフライン（被災直後） 

上水道 下水道 電力 

断水人口（人） 支障人数（人） 停電件数（軒） 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
170 510 90 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
5,490 5,430 2,660 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
310 610 150 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
0 370 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
＊ 370 ＊ 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
20 380 10 

想定東海地震(最大被害) 0 370 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
900 1,120 460 
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物資不足 最大被害想定 

想定地震 

物資不足（１日後）【冬 18時、強風時】 

食料 飲料水 毛布 

過不足量（食） 過不足量（リットル） 過不足量（枚） 

長野盆地西縁断層帯の地震

(ケース３) 
140 130 0 

糸魚川－静岡構造線断層帯

の地震(全体) 
△210 △10,050 △200 

伊那谷断層帯(主部)の地震

(ケース３) 
140 40 ＊ 

阿寺断層帯(主部南部)の地

震(ケース１) 
140 180 0 

木曽山脈西縁断層帯(主部北

部)の地震(ケース１) 
140 180 ＊ 

境峠・神谷断層帯(主部)の地

震(ケース１) 
140 170 0 

想定東海地震(最大被害) 140 180 0 

南海トラフ巨大地震(陸側ケ

ース) 
140 △130 ＊ 
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第１章 災害予防計画 

 

第１節 風水害に強い町づくり 

第１  基本方針  

町は、地域の特性に配慮しつつ風水害に強い町づくりを行うものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 交通・通信施設の風水害に対する安全性の確保、治山、治水事業等の総合的、計画的推

進等風水害に強い町土を形成する。 

２ 総合的風水害対策の推進等による風水害に強い町の形成、建築物の安全性確保、ライフ

ライン施設等の機能の確保等風水害に強い町づくりを推進する。 

 

第３  計画の内容  

１  風水害に強い町土づくり  

（１）現状及び課題 

町内は、急峻な地形、急勾配の河川等を有し、風水害による大きな被害が懸念されるこ

とから、災害に強い安全な町土の形成に取組む必要がある。 

（２）実施計画 

ア 総合的・広域的計画の作成に際しては、暴風、竜巻、豪雨、洪水、地滑り、土石流、

崖崩れ等による風水害から町土及び住民の生命、身体、財産を保護することに十分配慮

する。 

イ 基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、ネットワークの充実を含む風水害に

対する安全性の確保に努める。 

ウ 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努める。 

エ 風水害に強い町土の形成を図るため、下記の事項に配慮しつつ、治山、治水、急傾斜

地崩壊対策、農地防災等の事業を総合的、計画的に推進する。 

(ｱ) 河川改修やダムなどにより洪水の発生を軽減するとともに、洪水被害を想定した洪

水ハザードマップの作成を進める。 

(ｲ) 土石流、地滑り、崖崩れ、雪崩などを防ぐため、治山・砂防施設の設置を推進する

とともに、土砂災害警戒区域等の指定を通して、土砂災害のおそれのある区域につい

て、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制を進める。 

(ｳ) 台風、集中豪雨等に伴う山地災害に対処する山地治山、地滑り防止施設等の整備を

推進する。また、山地災害の発生を防止するため森林の造成を図る。 



第２編 風水害対策編（第１章 災害予防計画） 

-28- 

(ｴ) 治山、治水、急傾斜地崩落対策、農地防災等の事業による風水害対策を実施する場

合は、環境や景観へも配慮する。 

オ 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成を進め、その適切な維持管理に努

める。 

 

２  風水害に強い町づくり  

（１）現状及び課題 

ライフライン等への依存度の増大により風水害の及ぼす被害は多様化しており、風水害

に強い町づくりが必要になっている。 

（２）実施計画 

ア 風水害に強い町の形成 

(ｱ) 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがあるときに利

用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地について定める。名

称及び所在地を定めた施設については、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災

害に関する情報等の伝達について定める。 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発令・伝達、避難、救助その他必要な

警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、情報伝達方法、緊急避難場所、

避難所及び避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われ

るために必要な事項について住民等に周知するよう努める。また、基礎調査の結果、

土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域についても、土砂災害警戒区域の指

定作業と並行して、上記と同様の措置を講じるよう努める。 

(ｳ) 洪水、崖崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため災

害危険区域の指定について、検討を行い、必要な措置を講じる。 

(ｴ) 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図る。 

(ｵ) 道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道

路網の整備を図る。 

(ｶ) 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風水害に強い

町土を形成する。 

ａ 河川、下水道について築堤、河床掘削等の河道の整備、遊水地、放水路、雨水渠

等の建設等の推進 

ｂ 防災調節（整）池の設置、透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土

の抑制などを地域の特性を踏まえつつ必要に応じて、実施することによる流域の保

水・遊水機能の確保 

ｃ 浸水実績、浸水予想区域及び土砂災害危険箇所等の公表による、安全な町土地利

用の誘導、風水害時の避難体制の整備促進 

ｄ 土石流危険渓流、地滑り危険箇所及び急傾斜地崩落危険箇所等における砂防設備、

地滑り防止施設、急傾斜地崩落防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避

難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の設置及び流木・風倒木流出防止対策を含

め、総合的な土砂災害防止対策の推進 
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ｅ 高齢者等に経済的・身体的に特に大きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解

消するための床上浸水対策や、避難施設、避難路等の防災施設及び病院、老人ホー

ム等の要配慮者に関連した施設に対する土砂災害対策を重点的に実施する等の生活

防災緊急対策の推進 

ｆ 土砂災害警戒区域における情報伝達、予警報の発令、伝達に関する事項、指定緊

急避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避

難、救助その他必要な警戒避難体制の整備の推進 

ｇ 山地災害危険地区、地滑り危険箇所等における山地治山、防災林造成、地滑り防

止施設の整備 

ｈ 農業用用排水施設の整備、老朽ため池等の補強、低・湿地地域における排水対策

等農地防災対策及び農地保全対策の推進 

ｉ 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のよう

な複数の施設を有機的に連携させる方式の推進 

イ 風水害に対する建築物等の安全性 

(ｱ) 浸水等風水害に対する安全性を確保するために、浸水経路や浸水形態の把握等に努

める。 

(ｲ) 不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な

建築物について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮する。 

(ｳ) 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基準の

遵守の指導等に努める。 

(ｴ) 強風による落下物の防止対策を図る。 

(ｵ) 建築物等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努める。 

ウ ライフライン施設等の機能の確保 

(ｱ) 上下水道、ガス等の施設の風水害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重

化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 

(ｲ) コンピューターシステムやバックアップ対策を講じるとともに、企業等における安

全確保に向けての自発的な取組みを促進する。 

エ 災害応急対策への備え 

(ｱ) 次章以降に掲げる風水害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速か

つ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員、住民個々の防災力の

向上を図るとともに人的ネットワークの構築を図る。 

(ｲ) 緊急避難場所、避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地

等の活用を図る。 

(ｳ) 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることに

より、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 

(ｴ) 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業

者のノウハウや能力等の活用に努める。 
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第２節 災害発生直前対策 

第１  基本方針  

風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あらかじ

め気象警報・注意報等の伝達体制、避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うための体制を

整備する。 

 

第２  主な取組み  

１ 気象警報・注意報等の住民に対する伝達体制を整備する。 

２ 住民の避難誘導体制を整備する。 

３ 災害の未然防止活動を行うための体制を整備する。 

 

第３  計画の内容  

１  住民に対する情報の伝達体制の整備  

気象警報・注意報等の伝達は、本編第２章第１節「災害直前活動」の「警報等伝達系統図」

のとおりであるが、防災関係機関（資料１－１参照）は、円滑で速やかな、情報の伝達がで

きるように、体制の整備を図る。 

 

２  避難誘導体制の整備  

（１）町は、風水害により、住民の生命、身体等に、危険が生じるおそれのある場合に、迅速

かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておくものとする。 

（２）町は、土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報等を用い

て設定するとともに、必要に応じ見直すよう努める（本編本章第11節「避難収容活動計画」

参照）。 

 

３  災害未然防止活動  

各施設の管理者は、災害発生のおそれがある場合には適切な災害未然防止活動を実施でき

るよう以下のような体制の整備を行うものとする。 

（１）所管施設の緊急点検体制の整備 

（２）応急復旧のための体制の整備 

（３）防災用資機材の備蓄 

（４）水防活動体制の整備（水防管理者＝町長） 

（５）災害に関する情報についての町との連携体制の整備 
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第３節 情報の収集・連絡体制計画 

第１  基本方針  

災害時には各機関ができる限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、

そのためには迅速、確実な情報の収集が必要である。 

町、県、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の整備、その情報を伝達する通信手段の整

備を進めるとともに、防災関連情報の収集蓄積に努め、災害危険性の周知や災害予測システ

ムの研究に役立てるものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 町は、情報収集ルートの設定等情報収集・連絡体制の整備を図る。 

２ 町は、防災関連情報のデータベース化を図り、防災情報を網羅したマップの作成や地理

情報システムの構築に努める。 

３ 情報伝達手段の多ルート化等を推進する。 

 

第３  計画の内容  

１  情報の収集・連絡体制の整備  

（１）現状及び課題 

情報の収集は、災害対策の適否を左右する重要な要素であり、迅速性、確実性が求めら

れる。町は、災害時の情報収集体制をあらかじめ整備するとともに、県や防災関係機関と

の連絡を緊密にするよう努めていくことが必要である。 

（２）実施計画 

ア 被害状況等の把握及び被害調査は、関係機関、団体、住民組織等の協力を求めて実施

するものとするが、あらかじめ情報収集ルート、担当者等を定めておく。 

イ 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施する。 

ウ 公共施設（役場庁舎及び支所、情報館、老人福祉センター等）を情報通信の拠点とし

た町内におけるネットワークの整備について研究する。 

エ 総合的な情報収集を行うため「モニター情報制度」の設置を研究する。 

オ 防災テレメータ情報の活用を図る。 

カ 長野県防災情報システムにより関係機関との情報共有、連携強化に努める。 

キ 雨量情報、土砂災害警戒情報及び砂防情報ステーションにおける土砂災害危険度など

の情報収集に努め、また、県、住民と連携し、土砂災害に関わる異常な自然現象を察知

した場合には、その情報を相互に伝達する体制の整備に努める。 

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

る仕組みの構築に努める。 
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２  情報の分析整理  

町は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集蓄積、情報形式の

標準化に努めるとともに、パソコンネットワーク等の活用により災害情報等の共有化、住民

への周知を図る。 

また、これらの蓄積された情報をベースに情報分析要員等の育成・活用を図り、被害予測

や的確な初動体制の確立等の災害対策に資するほか、総合的な防災情報を網羅したマップの

作成や地理情報システムの構築に努める。 

 

３  通信手段の確保  

（１）現状及び課題 

過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情報通信が困難又は不能となるケー

スがあった。災害対策にとって、情報収集は欠かせない前提条件であり情報通信手段は多

ルートで設定することが求められる。 

現在の庁舎には、非常用発電機を設置している。また、サーバー保管してある長和町情

報館にも UPS（無停電電源装置）が設置されている。 

（２）実施計画 

ア 整備されている防災行政無線（同報系及び移動系）について、有効な情報通信手段と

して活用できる運用体制を整備し、老朽化した設備については更新を図る。 

イ 非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備を耐震性のある堅固

な場所へ設置する。 

ウ 災害時にアマチュア無線局の協力も得られるよう体制の整備を図る。 

エ 風水害時を想定した非常通信訓練を行う。 

オ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

カ 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効

果的に活用するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器につ

いては、その運用方法等について習熟しておく。また、ＩＰ電話を利用する場合は、非

常用発電機等の設置により、ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 

 



第２編 風水害対策編（第１章 災害予防計画） 

-33- 

第４節 活動体制計画 

第１  基本方針  

風水害発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の

整備が重要となる。 

このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等発災時における活動体制の

整備を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 職員による配備活動体制の整備、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急

活動マニュアル等の整備を推進する。 

２ 防災会議を設置し、その円滑な運営を図る。 

３ 防災中枢機能を果たす施設の安全性の確保、代替施設の確保等災害時の防災中枢機能の

確保を図る。 

４ 複合災害発生の可能性を認識し、備えを充実する。 

５ 業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  職員の非常参集体制の整備  

（１）現状及び課題 

風水害による被害の拡大を防ぐためには、より迅速な職員の参集による情報収集及び応

急対策への着手が必要となる。 

（２）実施計画 

ア 職員による非常参集及び活動体制を整備し、必要に応じ見直しを行う。その際、参集

基準の明確化、連絡手段の確保、参集途上での情報伝達手段の確保等について検討する。

また、勤務時間外においても迅速な対応ができる体制とする（詳細は本編第２章第３節

「非常参集職員の活動」に掲載）。 

イ 災害発生時に構ずべき対策等を体系的に整理した応急対策活動マニュアル等の整備

推進及びマニュアルに基づく訓練の実施を図る。 

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

専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みの構築に努める。 

 

２  組織の整備  

（１）現状及び課題 

広域的な地域にわたって被害をもたらす風水害に対しては、各組織の防災体制の整備と

ともに組織間の応援協力体制が重要となる。 

長和町防災会議の円滑な運営により、防災関係機関の連携強化を図る必要がある。 
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（２）実施計画 

災害対策基本法第 16 条及び長和町防災会議条例に基づき長和町防災会議を設置し、町

の災害特性及び地域特性に応じた地域防災計画の作成及び修正を行い、その計画の実施を

推進する。 

防災会議は町長を会長とし、防災関係機関の長又は町職員の内から町長により任命され

た委員をもって組織する。 

 

３  防災中枢機能等の確保  

（１）現状及び課題 

災害時に応急対策の中心的役割を果たす各機関の施設、設備については、災害に対する

安全性の確保に努める必要がある。 

また、代替エネルギーシステムの活用を含めた自家発電設備等の整備や、通信途絶時に

備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段の確保が必要である。 

さらに、災害時の拠点となる庁舎の点検、補強等を実施するほか、庁舎使用不能時に応

急対策の中心となる代替施設の確保を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 役場庁舎の点検を実施し、危険箇所を把握し補強等を実施する。 

イ 役場庁舎被災時において、和田支所等を応急対策拠点として活用するため、防災関係

機能の強化を検討する。 

ウ 役場庁舎被災時の他の町施設等を利用した防災中枢機能確保体制を検討する。 

エ 長期間の停電時や、通信途絶の状況を想定した設備の整備を検討する。 

 

４  複合災害への備え  

（１）現状及び課題 

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

が深刻化し、災害応急対策が困難になる状況の発生可能性を認識し、備えを充実する。 

（２）実施計画 

災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の発生が懸念される場合には、先

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

ることに留意しつつ、要員・資機材の投入判断を行う対応計画の作成を進めるとともに、

外部からの支援を早期に要請する体制を整備する。 

 

５  業務継続性の確保  

（１）現状及び課題 

町は、災害発生時の災害応急対策等の実施や、優先度の高い通常業務の継続のため、災

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

と事後の対応力の強化を図る。 
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（２）実施計画 

ア 災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時に必要

となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の

対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画を策定し、業務継続性の確保を

図る。 

イ 実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教

育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見

直し、計画の改訂等を行う。 
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第５節 広域相互応援計画 

第１  基本方針  

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、町単独では十分な応急・復旧活動を

実施することが困難となった場合に備え、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共機関相

互等において、応援協定を締結し、平常時から連携の強化を図るとともに、災害時は、協力

して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する。 

 

第２  主な取組み  

１ 県内全市町村による、相互応援体制の確立を図る。 

２ 県内外消防本部による、消防相互応援体制の確立を図る。 

３ 県と県内全市町村が一体となって他の都道府県の被災地を応援する体制の整備を図る。 

４ 防災関係機関による応援が円滑に行えるよう、活動拠点の確保を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  県内全市町村間の相互応援協定  

（１）現状及び課題 

県内 77 市町村間において相互応援を行う「長野県市町村災害時相互応援協定」が締結

されている。 

今後は、この協定に基づき平常時から連携強化を図り、県内市町村間の相互応援体制を

確立する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 県町村会等と連携し、相互応援体制の確立を図るものとする。 

イ 相互応援協定により実施する応援内容については、その内容ごとに応援に要する職員、

資機材及び物資等の確保並びに活動方法等の応援体制をあらかじめ定めるよう努める。 

ウ 備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円滑な応援の要請及び実

施が図れるよう、平常時から連携強化に努める。 

 

２  県内外消防本部間の消防相互応援体制  

（１）現状と課題 

県内の消防本部を置く市町村間において相互応援を行う「長野県消防相互応援協定」が、

平成 15年 11月１日改訂され、現在県内消防本部を４ブロックに再編し、ブロック内市町

村間及び各ブロック間の相互応援体制が確立されている。本町は東信地域に所属し、上田

地域広域連合消防本部が代表消防機関である。 
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（２）実施計画 

消防本部における消防力の把握及び実践的な合同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円

滑な応援の要請及び応援活動の実施等が図れるよう、平常時から連携強化を図ることに協

力する。 

 

３  広域活動拠点の確保  

（１）現状と課題 

被害の大きい災害に対して、自衛隊、警察、消防等による全国的な広域応援活動が実施

されるため、これらの人的・物的な応援活動を受け入れるためには相当規模の拠点が必要

となる。 

一方、町内の平地は高度に利用されており、こうした活動を受け入れられる広場は数が

限られる。また、周辺市町村を含めた地域の中心的な拠点となることや、周辺市町村避難

施設、物資輸送拠点等の活動に利用されることも考えられるため、あらかじめ関係機関が

調整して選定する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町は、県及び関係機関と連携し、地域の自然条件（地形、気候等）や社会条件（周辺

市町村との連携、集落の形態、道路状況等）等を考慮して、広域ごとに拠点を選定する。 

イ 選定された拠点ごとに、町、県及び関係機関で面積、管理者、周囲の状況、地形・地

面の状態、設備の状況、ヘリ離着陸の可否、幹線道路へのアクセス等を記載したリスト

を作成し、情報の共有を図る。 

 

第４  長野県合同災害支援チームによる支援  

１  趣旨  

長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村に対して、県と県

内外の市町村が一体となって迅速かつ的確な支援を行う。 

２  支援の方法  

（１）県職員と町職員で構成した先遣隊を派遣し、被災地の情報収集を行う。 

（２）支援の状況に応じて県及び町職員で現地支援本部を設置する。 

（３）県庁内に後方支援本部を設置する。 
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第６節 救助・救急・医療計画 

第１  基本方針  

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材・医薬品等の備蓄、調達体制の整備を図る。 

また、上小地域では、地域災害医療センター（災害拠点病院）として独立行政法人国立病

院機構信州上田医療センターが指定されており、災害時に町の医療活動の拠点となる依田窪

病院・依田窪病院附属和田診療所を含めた災害医療体制の整備を図る。 

このほか、医療機関の被害状況、患者受入れ状況及び活動体制等について、関係機関が把

握できるよう連絡体制の整備を行う。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害等緊急時に備え救助・救出用資機材の整備を図る。 

２ 医療用資機材、医薬品等の備蓄調達体制について整備を図るとともに、備蓄状況の把握

方法等の検討を行う。 

３ 依田窪病院を中心とした災害医療体制の整備を図る。 

４ 災害時における被害状況把握、患者の受入れ体制等、消防機関・医療機関の情報交換が

円滑に行える連絡体制の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  救助・救急用資機材の整備  

（１）現状及び課題 

現在、長和町には、依田窪南部消防署が設置されており、長和町及び上田市の一部（旧

武石村）を管轄している。 

依田窪南部消防署の協力の下、消防団、地区防災会議、自主防災組織等を中心とした救

助・救急活動に必要な資機材の整備、分散配置及び平常時からの訓練の実施も必要である。 

また、災害時に備え、救助・救出用資機材の整備を図るとともに、災害時に借受けが必

要な資機材及び不足が見込まれる資機材については、あらかじめ借受け先を定めておく必

要がある。 

（２）実施計画 

消防団詰所、公民館等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防団、地区防災会議、自主

防災組織を中心に住民の協力を得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備を図る。 

また､平常時から住民に対して、これらを使用した救助方法及び応急手当等の指導を行

うとともに、定期的に訓練を実施する。 
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２  医療用資機材等の整備  

（１）現状及び課題 

災害等緊急時に必要とされる医療用資機材、医薬品等については、初期治療医薬品等 66

品目が県下 13箇所に、衛生材料 29 品目が県下６箇所に常時備蓄されているほか、日本赤

十字社長野県支部、(一社)長野県医師会、(一社)長野県歯科医師会、(一社)長野県薬剤師

会、保健所等の関係機関においても備蓄が行われ災害発生時に備えられている。 

また、血清、ワクチン等についても関係機関に常時保管されており、輸血用血液につい

ても、県下３箇所の血液センターに常時備蓄されている。 

町においてもこれらの備蓄、調達計画の樹立に努める中で、在庫の確認、迅速で機能的

な供給体制についての具体的な方法を、事前に調整するとともに、地域での中心的な役割

を果たす病院における備蓄体制の強化について、災害医療体制全体の中での位置づけが必

要となる。 

また、医薬品備蓄業者間での備蓄状況を迅速に把握するシステムの構築、不足時の迅速

な補完体制の整備及び備蓄施設の風水害に対する安全性の確保等が必要である。 

（２）実施計画 

ア 医療用資機材、医薬品等の備蓄、調達について、あらかじめ計画を策定する。また、

近隣市町村への供給体制についても、あらかじめ整備を図る。 

イ 医薬品は必要に応じ、町内薬局、薬店における医薬品の在庫により、災害時の迅速な

供給に努める。 

ウ 依田窪病院・依田窪病院附属和田診療所等における医薬品等の備蓄を図る。 

 

３  災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備  

（１）現状及び課題 

阪神・淡路大震災を契機に示された、厚生労働省の災害拠点病院の整備方針に従い、被

災地への支援活動のため、救護班の派遣を迅速に行い、救急医療資機材、仮設テント等を

装備するとともに、後方病院として患者受入れのためのヘリポート、通信途絶時に備えた

衛星携帯電話や簡易ベッド等を装備した地域災害医療センター（地域災害拠点病院）とし

て、上小地域では国立病院機構信州上田医療センターが指定されている。 

また、長和町には、依田窪医療福祉事務組合立の「国民健康保険 依田窪病院」がある

ことから、これを依田窪病院附属和田診療所と併せ、町の災害時拠点医療機関と定め、こ

れら災害時拠点医療機関を中心とした災害医療体制の整備、充実を図る。 

（２）実施計画 

ア 地域災害医療センター(独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター)を中心に、

市町村の枠を越えた後方医療体制について、あらかじめ近隣の市町村と調整を行う。 

イ 災害の状況等に応じて、依田窪病院及び依田窪病院附属和田診療所に医療、救護活動

の実施及び医療用資機材、医薬品等の提供について要請する。 

ウ 医師、看護師、保健師、町及び病院職員等関係者で編成した医療班を、救護所等へ派

遣できる体制の整備を図る。 
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【依田窪病院・依田窪病院附属和田診療所】 

ア 町から、医療、救護活動の実施及び医療用資機材、医薬品等の提供について要請があ

った場合は、災害の状況等に応じて、医療・救護活動を行う。 

イ 医師、看護師、保健師、町及び病院職員等関係者で編成した医療班を、救護所等へ派

遣できる体制の整備について配慮する。 

 

４  消防及び医療機関相互の連絡体制の整備  

（１）現状及び課題 

災害時においては、被害情報や患者の受入れ体制等の情報を関係機関が適切・迅速に入

手することが不可欠である。そのためには、関係機関による情報伝達ルートの多重化、情

報交換のための収集・連絡体制の明確化等について事前に連携体制を確立しておく必要が

ある。 

また、医療機関の患者受入れ状況、被害状況及び活動体制について、消防を含めた関係

機関が把握できる体制を整えるとともに、日頃から関係機関の連携を密にし、災害時の医

療情報が速やかに入手できるよう努める必要がある。 

このほか、陸路が混乱した場合、ヘリコプターを利用した広域輸送の重要性が今後さら

に高まるものと思われるため、緊急輸送関係機関との事前調整が必要である。 

（２）実施計画 

ア 集団災害発生時の救助、救急活動が的確かつ円滑に行われるよう、長和町消防計画に

おける救助・救急計画及び救急業務計画並びに救助活動計画を次に掲げる事項に留意し

作成する。 

(ｱ) 出動区分及び他機関への要請（ヘリコプターを含む）等 

(ｲ) 最先到着隊による措置 

(ｳ) 現場指揮本部の設置基準、編成、任務等 

(ｴ) 応急救護所の設置基準、編成、任務等 

(ｵ) 各活動隊の編成と任務 

(ｶ) 消防団の活動要領 

(ｷ) 通信体制 

(ｸ) 関係機関との連絡 

(ｹ) 報告及び広報 

(ｺ) 訓練計画 

(ｻ) その他必要と認められる事項 

イ 消防機関・医療機関相互の情報交換が円滑に実施されるよう、あらかじめ具体的な連

絡体制を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関の連携がとれるよう関係

機関を交え、調整を行う。また、近隣市町村に所在する消防機関・医療機関への協力要

請方法についても、事前に定めておく。 

ウ 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するため、広域災害・救急医療情

報システムの整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。 
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エ 関係機関の協力を得て、消防計画における救助・救急計画及び救急業務計画並びに救

助活動計画に基づく訓練を毎年１回以上実施する。 
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第７節 消防・水防活動計画 

第１  基本方針  

大規模災害時において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、消防力等の整備及

び活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

また、堤防その他の施設が損壊し、浸水等の被害が発生し又は発生するおそれがある場合

における水防活動が迅速かつ的確に実施できるように、資機材等の整備及び監視、警戒等活

動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

 

第２  主な取組み  

１ 消防力の強化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化等の事項について、あらかじめ

計画を定める。 

２ 資材等の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定

める。 

 

第３  計画の内容  

１  消防計画  

（１）現状及び課題 

長和町における消防力の整備指針及び消防水利の基準に対する充足率は、十分な状況で

あるとはいえない（平成 29 年４月１日現在の長和町消防団員数は、条例定数 350 名に対

し実団員数 265名）。 

大規模災害に対しては、消防力の強化のほか、初動体制等の活動体制の整備、相互応援

体制の整備及び住民等に対する火災予防の徹底等が重要であることから、これらに留意し

た町消防計画の作成、修正及び当該計画の実施が必要である。 

（２）実施計画 

「市町村消防計画の基準」に基づいて消防計画を作成し、風水害等大規模災害等が発生

し、又は発生するおそれのある場合において、消防機関が災害に迅速かつ効果的に対処で

きるように、組織及び施設の整備拡充を図るとともに、防災活動の万全を期する。 

なお、次に掲げる事項に重点的に取組む。 

ア 消防力の強化 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人員の増強を図るとと

もに、その近代化を促進する。 

特に発災初期において地域に密着して重要な役割を果たす消防団員は減少の傾向にあ

るので、消防団活性化総合整備事業等を活用した消防団の施設、設備の充実等により、

消防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図るとともに、啓発活動による青年層、

女性層の加入促進を図り、消防団活性化の推進と育成強化を図る。 
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また、消防・水防団活性化の推進を図るとともに、ＮＰＯ、民間企業、自治会等多様

な主体を消防・水防協力団体として指定することで消防・水防活動の担い手を確保し、

その育成強化を図る。 

イ 消防水利の多様化及び適正化 

「消防水利の基準」に適合するように、消防水利施設等の整備を図るとともに、その

適正な配置に努める。 

その際、水道施設の損壊等により、消火栓の使用に支障が生じる事態及び防火水槽が

損壊する事態が予想されることから、防火貯水槽の整備、河川等自然水利の活用及び水

泳プール、ため池等の指定消防水利としての活用等による消防水利の多様化を図る。 

ウ 被害想定の実施 

消防地理、消防水利及び危険区域等をあらかじめ調査するとともに、過去の災害によ

る被害状況を考慮した被害想定を行う。 

エ 消防機関及び地区防災会議、自主防災組織の連携強化 

発災初期における、消火、救助活動等は、地区住民等により組織されている地区防災

会議、自主防災組織による活動及び消防団による活動が重要になることから、地区防災

会議、自主防災組織の防災体制のより一層の充実強化を推進し、消防団については、防

災訓練等を通じて、きめ細かな活動のできる体制づくりを図る。 

また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備及びリーダー研修の実施等による育

成強化を図るとともに、防災訓練の実施等により、平常時から消防本部、消防団、消防

署、地区防災会議、自主防災組織の連携強化を図り、風水害等大規模災害発生時等にお

いて、一体となって当該災害等に対処できる体制の構築を図る。 

オ 火災予防 

(ｱ) 防火思想・知識の普及 

災害時の火災の発生を防止するため、関係団体等と協力し、消防訓練等各種行事及

び火災予防運動を実施するほか、広報「ながわ」、ＣＡＴＶ、音声告知端末等を通じ

て、住民等に対する火気の取扱い、消火器具等の常備及びその取扱い方法等、防火思

想、知識の普及啓発を図る。 

(ｲ) 危険物保有施設への指導 

化学実験室等を有する学校等多種類の危険物を少量保有する施設の管理者に対し、

危険物収納容器等の転倒、落下、破損等により次に掲げるような混触発火が生じない

よう管理の徹底に努めるよう指導する。 

ａ 可燃物と酸化剤の混合による発火 

ｂ 黄リン、金属ナトリウム等の保護液の流出による発火 

ｃ 金属粉、カーバイト等禁水性物質の浸水による発火 

カ 活動体制の整備 

大規模災害発生時等における、消火、救助及び救急活動等が迅速かつ的確に実施でき

るよう、活動計画を定める。特に関係機関との連携に留意した初動時における活動体制

及び情報収集体制の整備を図る。 
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(ｱ) 組織 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 動員 

消防団員の動員は消防団長が行う。 

警戒宣言が発令された場合、全団員が団長の命令により警戒体制に入るとともに、

班長以上は各詰所において警戒体制をとるものとする。 

(ｳ) 警戒体制 

ａ 出火防止広報 

防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、広報車等を利用して火の始末、火気使用制限

等出火防止広報を行う。 

ｂ 情報収集・連絡 

(ａ) 団員の参集状況及び配置状況 

(ｂ) 管内道路状況の把握 

(ｃ) 避難状況及び避難者の動向 

(ｴ) 出動体制 

消防団の出動は、消防団本部の通報を受け、又は火災等を覚知したとき次により出

動する。 

第１出動（当該分団が主に出動） 当該分団は全出動、他の分団は積載車のみ出動 

第２出動（旧町村単位の出動） 旧町村単位の積載車、団員の出動 

第３出動（全出動） 全積載車・全軽積載車、全団員の出動 

 

キ 応援協力体制の確立 

大規模災害発生時等において、自らの消防力のみでは対処できない、又は対処できな

いことが予測される等緊急の必要がある場合、あらかじめ締結されている長野県市町村

災害時相互応援協定等に基づき他の地方公共団体に応援を要請する体制及び応援を受け

入れる体制を確立する。 

また、他の地方公共団体から応援を要請された場合の応援体制についても確立する。 

【住民及び地区防災会議、自主防災組織】 

ア 住民は、災害発生時には、使用中のコンロ、ストーブ等、火災発生原因となる火気器

具の取扱いに十分留意し、火災の発生を防止することを心がけるとともに、当該器具の

周囲に可燃物を置かない、消火器、消火バケツの常備及び消火用水の汲み置きの実施等、

平時から火災予防に努め、さらに、消火器具の取扱いを習熟する等、火災発生時におい

て初期消火活動が実施できるよう努める。 

町 長 

（本部長） 

副町長 

（副本部長） 
総 務 課 長 

消 防 団 長 

消防委員会 
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イ 地区防災会議、自主防災組織においても消火訓練等を実施し、初期消火体制の整備に

努める。 

 

２  水防計画  

（１）現状及び課題 

本町の河川は、山間地を流下する天然河岸が多く、また幹線部分は築堤区間となってお

り、土石流の発生及び堤防の決壊等が予想される。 

現在、防災テレメータの整備が行われており（資料３－１参照）、降雨量や水位等を役

場関係庁舎において観測・監視する体制をとっているが、今後もより充実した情報の収集

と的確な水防活動を実施できる体制を整えていく必要がある。 

（２）実施計画 

町は、水防管理団体として次に掲げる事項を実施する。 

ア 水防組織、水防団、消防団の確立・整備 

水防活動を実施するに当たっては、長和町消防団をもってこれに充てる。 

なお、情報の収集については、町及び依田窪南部消防署がこれを行う。 

イ 水防倉庫（資料３－２参照）の整備及び水防用応急復旧資機材の備蓄ほか次に掲げる

事項 

(ｱ) 重要水防区域（資料３－５参照）周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資

材の確認 

(ｲ) 緊急時に使用できる民家、資材業者等の資器材在庫量の把握及び協力体制の整備 

ウ 通信系統の整備、警報等の住民への連絡体制の整備 

エ 平常時における河川等水防対象箇所の巡視（資料３－４参照） 

オ 河川ごとの水防工法の検討 

カ 居住者への立退きの指示体制の整備 

キ 洪水時等における水防活動体制の整備 

ク 他の水防管理団体との相互応援協定の締結 

ケ 浸水想定区域に指定された場合は区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、緊急避難場所

等の避難計画の作成 

コ 浸水想定区域内にある要配慮者が利用する施設で洪水時に避難の必要が認められる

施設の名称及び所在地の公表と洪水予報等の伝達体制の整備 
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第８節 要配慮者支援計画 

第１  基本方針  

近年の高齢化、国際化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護機

能の低下等に伴い、災害発生時には要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。 

このため、町、県、社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、

地区防災会議、自主防災組織等の協力を得ながら災害から要配慮者、とりわけ自ら避難する

ことが困難であり避難の確保を図るために特に支援を要する者（以下「避難行動要支援者」

という。）を守るための防災対策の一層の充実を図るものとする。 

また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設が、土砂災害や浸水被害により

被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地域

内に立地する要配慮者利用施設については、避難誘導等について重点的に対策を講じる必要

がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 避難行動要支援者支援計画、要配慮者支援計画を策定し、支援体制の構築に努める。 

２ 在宅要配慮者の状況把握に努めるとともに、緊急通報装置等のより一層の充実、要配慮

者支援制度の推進、支援協力体制の確立、防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

３ 要配慮者利用施設の防災設備、組織体制、緊急連絡体制等の整備を行うとともに、支援

協力体制の確立、防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

４ 外国籍住民や外国人旅行者等の観光客が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよ

う、緊急避難場所、避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化などの防災環境づくりに

努める。 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所及び浸水想定区域内等の要配慮者利用施設におけ

る避難誘導等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化

を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  避難行動要支援者支援計画の作成  

（１）現状及び課題 

災害時の要配慮者に対する避難支援等の強化は急務であり、避難支援体制の構築が望ま

れる。特に、要配慮者のうち避難行動要支援者に関する名簿を作成し、平常時から避難支

援体制を構築しておく必要がある。 
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（２）実施計画 

ア 避難行動要支援者支援に関する計画の作成 

避難行動要支援者の避難支援についての全体的な考えを整理し、全体計画の作成に努

める。また、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置につ

いて定める。 

イ 避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

平常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作

成する。また、避難行動要支援者名簿については、地域における避難行動要支援者の居

住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新す

るものとする。 

ウ 避難行動要支援者名簿の提供 

消防機関、警察機関、民生・児童委員、社会福祉協議会、地区防災会議、自主防災組

織等の避難支援等関係者となる者（以下「避難支援等関係者」という。）に対し、避難行

動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し、多様な

主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安

否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 

その際、名簿情報の漏洩の防止等必要な措置をとるものとする。 

エ 避難行動要支援者の移送計画 

安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ移送す

るため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定め

るよう努める。 

 

２  在宅者対策  

（１）現状及び課題 

在宅の要配慮者については、プライバシーの保護について配慮をしつつその所在や個々

の態様に応じた援護の状況把握に努めるとともに、要配慮者支援制度の推進、災害発生に

備え安全を確保するための緊急通報装置や自動消火器、警報装置等の整備充実をはじめ、

災害時の安否確認、避難誘導、情報提供、救護、救済対策等の支援協力体制の確立、要配

慮者が自らの対応能力を高めるための防災教育や防災訓練の充実強化など、防災の様々な

場面において、要配慮者に配慮したきめ細かな施策を、他の保健福祉施策との連携の下に

行う必要がある。 

（２）実施計画 

ア 避難施設の整備 

町は、災害発生時において避難施設となる公共施設について、安全性の向上、段差の

解消、スロープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化、多言語化等

要配慮者に配慮した施設整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。 
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イ 防災教育・防災訓練の実施 

町は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、要配慮者の個々の態様に合わせた防

災教育や防災訓練の充実強化を図る。 

ウ 応援体制及び受援体制の整備 

町は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可

能な職員（社会福祉主事、保健師、看護師、介護職員、通訳者、手話通訳者等）、車両（移

動入浴車、小型リフト付車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応

援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努め

る。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、

円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 

エ 緊急通報装置等の整備 

町は、要配慮者の安全を確保するため、要配慮者の対応能力を考慮しつつ緊急通報装

置や自動消火器、警報装置等の整備を進めてきたが、より一層の整備の促進を図る。 

オ 要配慮者の状況把握 

町は、民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会・区、ボランティアグループ、地域

の支え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、介護を要する高齢

者や障がい者等の所在及び災害時における保健福祉サービスの要否等在宅の要配慮者の

状況把握に努める。 

カ 要配慮者名簿の整備 

町は、必要に応じて、災害の発生に備え、避難行動要支援者以外の要配慮者について

も名簿を整備し、災害発生時に効果的に利用することで、要配慮者に対する援護が適切

に行われるように努める。 

キ 要配慮者支援計画の策定 

町は、要配慮者を安全かつ適切に避難誘導するため、浸水被害、土砂災害等に対応し、

かつ要配慮者の個々の態様に配慮した避難支援計画を策定するとともに、住民に対し避

難施設、避難経路等の周知徹底を図る。 

なお、要配慮者支援計画の策定に当たっては、地域の支え合いによる支援に発揮でき

るよう、民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会・区、地区防災会議、自主防災組織、

ボランティア団体等と共同で策定するよう努める。 

ク 要配慮者支援計画等の活用 

要配慮者支援計画については、町防災・福祉担当及び地区防災会議、自主防災組織や

要配慮者の支援者が常に利用できる状態となるよう努める。 

ケ 支援協力体制の整備 

町は、福祉事務所、保健所、社会福祉施設、医療機関、社会福祉協議会、民生・児童

委員、地域住民、ボランティアグループ等との連携の下に、災害時の安否の確認、避難

誘導、情報提供、救護・救済対策、緊急受入等地域ぐるみの支援協力体制の確立に努め

る。 
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３  要配慮者利用施設対策  

（１）現状及び課題 

高齢者や障がい者等の要配慮者が利用する社会福祉施設等においては、施設利用者の安

全の確保に十分配慮し、施設そのものの安全性を高めるための防災設備等の整備、災害の

予防や災害時における迅速かつ的確な対応を行うための組織体制の確立、職員や施設利用

者に対する防災教育・防災訓練の充実強化など、施設利用者の態様に応じたきめ細かな災

害予防対策を講じる必要がある。 

（２）実施計画 

ア 防災設備等の整備 

町は、要配慮者利用施設の管理者に対し、施設そのものの災害に対する安全性を高め

るため、施設の堅牢化、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に備え、施設利用者

の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品その他の生活必需品の備蓄を行う

よう指導する。 

イ 組織体制の整備 

町は、要配慮者利用施設の管理者に対し、災害の予防や災害時において迅速かつ的確

な対応を行うため、緊急連絡体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民

やボランティア団体、近隣施設との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援

協力体制の確立に努めるよう指導する。 

ウ 防災教育・防災訓練の実施 

町は、要配慮者利用施設の管理者に対し、職員や施設利用者の災害に関する基礎的な

知識や災害時にとるべき行動等について理解と関心を深めるとともに、施設利用者が自

らの対応能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図るよう指導する。 

エ 応援体制及び受援体制の整備 

(ｱ) 町は要配慮者利用施設の管理者に対し、他の要配慮者利用施設において災害が発生

し、応援要請のあった場合に備え、派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車

両（移動入浴車、小型リフト付き車両等）、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等

の確保に努めるよう指導する。 

(ｲ) 災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑

かつ効果的な応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治組

織との間で避難支援計画等に関する協定を締結するよう働きかける。 

(ｳ) 町は、耐震、耐火、鉄筋構造等を備え、物理的障壁の除去された要配慮者利用施設

を一般の避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所として

あらかじめ指定するよう努める。 

 

４  病院入院患者等対策  

（１）現状及び課題 

依田窪病院が被災した場合、既入院患者に対する優先的な安全確保が必要である。 



第２編 風水害対策編（第１章 災害予防計画） 

-50- 

このため、依田窪病院における防災体制の強化を図るとともに、重症患者の状況の把握、

患者の移送先、移送手段等について事前に関係機関と十分に検討することが必要である。 

（２）実施計画 

ア 町は、依田窪病院に対し、厚生労働省のガイドラインに沿って、実情に応じた防災マ

ニュアルを作成し、災害時における入院患者等の安全の確保が円滑に行われるよう指導

する。 

イ 町は、医療施設の損壊等により、入院患者の移送、医師・看護師等の確保、医薬品・

医療用資機材等の補給等応援要請のある場合に備え依田窪病院・依田窪病院附属和田診

療所・和田歯科診療所に対し、広域的な相互応援及び受援体制の整備についてあらかじ

め調整するよう指導する。 

 

５  外国籍住民、外国人旅行者等、観光客対策  

（１）現状及び課題 

外国籍住民については、地理の不案内、言葉、文化、生活習慣、防災意識の違いなどか

ら、避難施設や避難経路等が十分に周知されず、災害時における情報収集、迅速かつ的確

な行動に困難が生じるおそれがある。 

このため外国籍住民等に配慮した避難施設や避難経路の表示、防災知識の普及等、自ら

が災害への対応能力を高めていけるような防災環境づくりに努める必要がある。 

また、長和町の地理に不案内な観光客、とりわけ言語の違う外国人旅行者に対しても、

緊急時の避難方法、場所等を周知する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 外国籍住民、外国人旅行者の被災者への情報提供体制の整備 

町は、関係機関、関係団体と協力し、外国語によるインフォメーションなど外国籍住

民、外国人旅行者に配慮した情報提供体制や緊急時における連絡体制の整備を図る。 

イ 避難施設や避難経路の周知 

町は、外国籍住民、外国人旅行者や観光客に対する避難施設や避難経路の周知を図る

ため、標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 

ウ 防災教育・防災訓練の実施 

町は、外国語版啓発資料作成の推進、配布、防災教育や防災訓練への外国籍住民等の

参加推進などを通じて、外国籍住民等に対する防災知識の普及を図る。 

エ 応援体制及び受援体制の整備 

町は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、通訳者

の派遣等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、

円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、区、自治会等の自治

組織との間に避難支援計画等に関する協定を締結するよう働きかける。 

また、一般の避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所の設

置・運営について、町から要請があった場合、積極的に協力する。 
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オ 観光客の安全対策の推進 

関係団体、関係機関と相互に連絡調整して、緊急時における連絡体制を確立するとと

もに、観光客の安全対策を推進する（観光客安全対策推進会議の事業を推進する）。 

カ 外国籍住民等の状況把握及び支援体制の整備 

長和町における外国籍住民等の居住状況等の把握に努めるとともに、地域全体による

情報収集・連絡体制や避難誘導体制等外国籍住民等に対する支援体制の整備を図る。 

キ 観光客の安全対策の推進 

観光関連事業者（旅館・ペンション等）と連携して外国人旅行者にも対応した「災害

時における対応（心得）」を作成するよう努める。 

 

６  土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮

者利用施設対策  

（１）現状及び課題 

長和町は、三方を山で囲まれ、狭隘で急峻な地形であり、千曲川水系の依田川源流部を

抱え、急流河川の沢筋に集落や農地が拓かれた山間地域である。 

要配慮者利用施設が被災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の

拡大が予想される。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対

して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導する。 

イ 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項及び情報の伝達方法を定めると

ともに、要配慮者利用施設、地区防災会議、自主防災組織等と連携をとって、災害の発

生を想定した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 

ウ 浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難施設その他洪水時の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な事項について定める。 

エ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設（社

会福祉施設等、病院に該当するもののほかに、それ以外の類型のものにあっても）の管

理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の

確立を図るものとする。町はこれに協力する。 
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第９節 緊急輸送計画 

第１  基本方針  

大規模な風水害が発生したときには、救急救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命

救助と被災者の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされ

ることから、こうした緊急輸送業務について、迅速に対応できる体制を平素から確立すると

ともに、災害による障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を

確立するものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 緊急交通路の確保に関する計画を策定する。 

２ ヘリポート、輸送拠点等を事前に選定する。 

３ 各種ヘリコプター、トラック協会等、輸送力確保について事前に計画を樹立する。 

４ 緊急通行車両の事前確認を行い、発災時の迅速な運用に備える。 

 

第３  計画の内容  

１  緊急交通路確保計画  

（１）現状及び課題 

本町は、３本の国道・４本の県道により周辺の市町村と連絡しているが、いずれのルー

トも市町村境は橋梁もしくは峠が介在している。現道路の防災対策を促進するとともに、

災害発生時は適切な交通規制によって、効率的な運用を図らなければならない。 

（２）実施計画 

町は、上田警察署と協議のうえ、町の実情にあった区域内の交通確保計画を策定するも

のとする。 

この場合、県が定める交通規制計画道路との整合と、後述する「拠点へリポート」及び

「物資輸送拠点」との間の交通確保について特に配慮する。 

ア 道路調査 

災害が発生し道路に被害がでた場合、建設水道課長は速やかに地域の道路・橋梁の決

壊、その他の交通支障の調査を行う。 

イ 交通障害場所の交通規制 

規制の実施は、次の区分により行われる。 
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区 分 実施責任者 範 囲 

道路管理者 

国土交通大臣 

県 知 事 

町 長 

１ 道路の破損、決壊その他の理由により、交通が危険で

あると認められる場合 

２ 道路に関する工事のためやむを得ないと認める場合 
 

警 察 

公 安 委 員 会 

警 察 署 長 

警 察 官 

１ 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要

な物資の緊急輸送を確保するため必要があると認める

場合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るため必要があると認める場合 

３ 道路の損壊、火災の発生、その他の事情により道路上

において交通の危険が生じ、又はそのおそれのある場合 

ただし、道路管理者及び警察関係機関は密接な連絡を取り、適切な措置がとられるよ

う配慮する。 

 

２  緊急用へリポート及び物資輸送拠点確保計画  

（１）現状及び課題 

大規模な風水害が発生したときには、迅速な救急救助活動と効率的な救援物資搬送等を

行う必要があるが、道路交通網が被災した状況にあっては、ヘリコプターを活用し、効率

的な体制をもって実施することが重要である。 

（２）実施計画 

ア 町は、物資輸送拠点及び拠点へリポート（資料７－１参照）を確保、指定する。この

ヘリポートは、避難施設と競合しない場所を指定するとともに、支援物資を集積・分類

して各避難施設等に輸送できるような施設や、支援部隊の活動拠点となりうるスペース

が隣接又は近距離にある場所とし、総合的な支援拠点となり得る場所を選定する。 

イ 自らが被災した場合は勿論、隣接市町村が被災した場合の輸送拠点ともなり得る「物

資輸送拠点」を指定する。選定に際しては、ヘリコプターによる空輸と陸上輸送の両面

の利便を考慮するものとする。 

ウ 拠点へリポート及び物資輸送拠点について住民に周知する。 

 

３  輸送体制の整備計画  

（１）現況及び課題 

大規模な風水害が発生したときには、物資輸送拠点までの幹線輸送と、輸送拠点から各

避難施設等への末端部の輸送を円滑に実施しなければならないが、この場合、陸上におけ

る輸送手段を迅速に確保して輸送システムを早期に確立するとともに、道路交通網の寸断

を予想して、ヘリコプターを活用した空からの輸送についても整備しておくことが必要で

ある。 

（２）実施計画 
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ア ＪＲバス小諸支店長久保営業所及び町内の企業と連絡を密にし、発災時の協力体制を

確保しておく。 

イ 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点に

おける運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施

設を活用するための体制整備を図る。 

ウ 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、緊急

通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。 

エ 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための

事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付さ

れることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出

を積極的にするなど、その普及を図る。 

 

４  緊急通行車両の事前確認事務  

（１）現状及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧対策等に

従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 

一般車両を制限する交通規制が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに被災地に

おける活動を開始できるよう、事前に確認事務を済ませておくものとする。 

（２）実施計画 

発災時の円滑な交通規制と緊急通行車両輸送の円滑な通行の確保のため、災害時におけ

る緊急通行車両の確認又は緊急輸送車両確認事務処理要領により緊急通行車両の事前届

出を行っておく。 
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第１０節 障害物の処理計画 

第１  基本方針  

風水害発生時の道路は、法面の崩壊、河川の決壊、建築物の倒壊、沿線樹木・電柱等の倒

壊に加えて、放置車両等の障害物により、一般の交通が不能あるいは困難となることが予想

されることから、これらの所有者又は管理者は常日頃から不断の点検を実施するなど、障害

物となり得る工作物の倒壊などを未然に防止するとともに、応急対策について関係機関と事

前に対応を協議するなど、有事に備える。 

 

第２  主な取組み  

１ 応急対策に必要な専門技術者を確保する体制の整備を図る。 

２ 障害物除去体制について、関係機関と事前に対応を協議する。 

 

第３  計画の内容  

１  現状及び課題  

各種施設へのパトロールなどの定期点検を行い、必要に応じて防災のための措置を講じ、

施設の倒壊等未然に防止する。 

災害後の道路上にはありとあらゆるものが散乱し、これらが障害物となって応急対策活動

の妨げとなるものである。放置車両や立ち往生車両を含む障害物の除去に当たっては、レッ

カー車、クレーン車、チェーンソーなどが必要である。 

災害に備えて、これらの機材及びオペレーターを保有する建設業者との間に協定を結び、

連絡を密にしておく必要がある。 

 

２  実施計画  

（１）森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ体制を整備し応急対策

に備える。 

（２）長和町建設振興協議会と連絡を密にし、あらかじめ体制を整備し応急対策に備える。 

（３）緊急輸送路とされている道路について、速やかな障害物除去体制の整備を図る。 

【住 民】 

自己の所有又は管理する施設、設備等について、定期的な点検を行い、工作物の倒壊等

を未然に防止するものとする。 
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第１１節 避難収容活動計画 

第１  基本方針  

風水害の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための

措置を講ずることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などにより大きな被害を生じるおそ

れがあり、生命に危険が及ぶような場合、危険な区域の住民や滞在者等は速やかに安全な場

所へ避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難

者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避難計画の作成、各種災害への

安全性を考慮した緊急避難場所の確保等を図る。 

 

避 難 施 設 緊急避難場所、避難所、福祉避難所の総称 

緊 急 避 難 場 所 
災害時の危険を回避するために緊急的・一時的に避難する場所（隣

組程度が避難できる規模の空地など：自治会が開設・管理） 

指 定 緊 急 避 難 場 所 
緊急避難場所のうち、災害対策基本法の基準に適合するもの（公園、

グラウンド、学校校庭等） 

避 難 所 

災害時に自宅が全壊した場合や、水や電気等が使用できない場合に、

一定期間生活を送る建物等（自治会単位で避難ができる施設：公民

館・集会所など：地区防災会議、自主防災組織が開設・管理） 

指 定 避 難 所 
避難所のうち、災害対策基本法の基準に適合するもの（ある一定期

間の避難生活ができる施設：町が開設・管理） 

福 祉 避 難 所 
高齢者等の要配慮者で、一般の避難所では生活に支障があり、特別

な配慮を必要とする人を受入れる避難所 

 

第２  主な取組み  

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等にも配慮した避難体制の確立を図るととも

に情報伝達体制の整備を図る。 

２ 安全な避難施設を指定するとともに避難時のための環境整備を図る。 

３ 町及び県は住宅の確保等を迅速に行うため、体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 
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第３  計画の内容  

１  避難計画の策定  

（１）現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな避難計画

が必要とされる。 

また、特に浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用

施設については、避難誘導等の体制を強化する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 避難計画の作成 

町は県と協力しながら、次の事項に留意して避難計画を作成するとともに、地区防災

会議、自主防災組織の充実強化、防災訓練の実施等避難体制の確立に努める。 

(ｱ) 避難勧告、避難指示（緊急）を行う判断基準及び伝達方法 

(ｲ) 避難準備・高齢者等避難開始を伝達する判断基準及び伝達方法 

(ｳ) 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 

(ｴ) 避難施設の名称、所在地、対象地区及び対象人口、責任者 

(ｵ) 避難施設への経路及び誘導方法 

(ｶ) 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

ａ 給食措置 

ｂ 給水措置 

ｃ 毛布、寝具等の支給 

ｄ 衣料、日用品の支給 

ｅ 負傷者に対する救急救護 

(ｷ) 指定避難所の管理に関する事項 

ａ 避難収容中の秩序保持 

ｂ 避難住民に対する災害情報の伝達 

ｃ 避難住民に対する応急対策実施状況の周知徹底 

ｄ 避難住民に対する各種相談業務 

(ｸ) 指定避難所等の整備に関する事項 

ａ 収容施設 

ｂ 給水施設 

ｃ 情報伝達施設 

(ｹ) 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

ａ 平常時における広報 

(ａ) 広報紙、掲示板、パンフレット等の発行 

(ｂ) 住民に対する巡回指導 

(ｃ) 防災訓練等 
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ｂ 災害時における広報 

(ａ) 防災行政無線（同報系）、広報車による周知 

(ｂ) 避難誘導員による現地広報 

(ｃ) 住民組織を通じた広報 

なお、町は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を行う際

に、県又は国に必要な助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を

取り決めておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

また、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを

得ないときは、屋内での待避等安全措置をとるべきことにも留意する。 

イ 避難行動要支援者対策 

平常時から避難行動要支援者の所在、援護の要否等の把握に努め、避難行動要支援者

名簿を作成し、避難行動要支援者を安全かつ適切に避難誘導し、安否確認を行うため、

避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行

動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・

安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設

については、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について留意する。 

(ｱ) 所在、援護の要否等の状況把握 

(ｲ) 配慮すべき個々の態様 

(ｳ) 緊急通報装置や自動消火器、警報装置等の整備 

(ｴ) 災害発生時の安否の確認 

(ｵ) 避難誘導方法及び要配慮者の支援者の行動計画 

(ｶ) 情報提供手段 

(ｷ) 配慮すべき救護・救援対策 

(ｸ) 地域の支え合いによる支援協力体制 

ウ 帰宅困難者等対策 

帰宅困難者等を安全かつ適切に避難誘導・保護するため、具体的な避難計画を策定す

るとともに、帰宅困難者等に確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

【住 民】 

ア 家族があわてずに行動できるよう、次のことを話し合い、家族の役割分担を決めてお

くものとする。 

(ｱ) 家の中でどこが一番安全か。 

(ｲ) 救急医薬品や火気等の点検 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難は誰が責任を持つか。 

(ｴ) 避難施設、避難路はどこにあるか。 

(ｵ) 避難するとき、誰が何を持ち出すか。非常持ち出し袋はどこに置くか。 

(ｶ) 家族間の連絡方法と最終的に落ち合う場所はどこにするか。 

(ｷ) 昼の場合、夜の場合の家族の分担 
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イ 防災訓練に積極的に参加し、避難行動を実践的に身につけるものとする。 

ウ 避難施設での生活に最低限必要な食料、水、衣類等生活必需品、医薬品、携帯ラジオ

等を何時でも持ち出せるように備えておくものとする。 

【企業等】 

公共交通機関が運行を停止し、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者が発生した場合、

従業員等を一定期間事業所等内に留めておくことができるよう、必要な物資の備蓄等に努

める。 

 

２  緊急避難場所の確保  

（１）現状及び課題 

緊急避難場所については資料６－２及び６－５のとおりであるが、より円滑な避難活動

を確保するために、緊急時のヘリポート、応急仮設住宅建設予定箇所等との調整、安全性

への点検及び要配慮者に配慮し、緊急避難場所及び避難路を事前に確保する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性及び想定される災害の程度に応じ、

その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される

指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るための指定避難所について、必要な数、

規模の施設等をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。 

イ 指定緊急避難場所については、洪水、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、大規模な火

事等に対応するため、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ものがない場所であって、災害

発生時に迅速に指定緊急避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するものを

指定する。 

ウ 全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を

有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所の相互提供等

について協議しておくものとする。 

エ 指定緊急避難場所については、他の市町村からの被災者を受け入れることができるよ

う配慮する。 

オ 安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ移送す

るため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定め

るよう努める。 

【関係機関】 

ア 管理施設についての緊急避難場所の指定に協力する。（全機関） 

イ 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、施設

利用者の個々の態様に配慮した緊急避難場所及び避難経路の確保並びに避難誘導体制

の確立を図り、職員及び施設利用者に周知徹底するとともに、近隣の施設等との密接な

連携の下に、災害発生時における施設利用者の緊急受入れ等について、支援協力体制の

確立に努める。 
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３  避難所の確保  

（１）現状及び課題 

避難所については資料６－２及び６－３のとおりであるが、災害発生時に被災者の避難

及び救援を円滑に実施するために、これらの用に供する適切な施設を平時から指定してお

く必要がある。 

（２）実施計画 

ア 指定避難所については、被災者を滞留するために必要となる適切な規模を有し、速や

かに被災者等を受け入れることが可能な構造又は設備を有する施設であって、想定され

る災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるも

のを指定する。なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることが

できる体制が整備されているもの等を指定する。また、指定緊急避難場所と指定避難所

は相互に兼ねることができる。 

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

避難所としての機能は応急的なものであることを確認の上、避難所となる施設の利用方

法等について、事前に教育委員会等の関係者や地域住民等と調整を図る。 

ウ 全域的に被災する場合又は被災場所の地域性により隣接市町村の方が避難に利便を

有する場合も想定されるので、必要に応じ隣接市町村と指定緊急避難場所、指定避難所

の相互提供等について協議しておくものとする。 

エ 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、換気、照明、暖房等避難生活の

環境を良好に保つための設備の整備に努める。なお、設備の整備に当たっては、電力、

ガス等の供給が長期間停止することを想定した整備に努める。 

オ 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等

避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 

カ テレビ、携帯ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の整備を図る。 

キ 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、非常用電源、

常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資の備蓄に努める。また、灯油、エ

ルピーガスなどの常設に努める。 

ク 避難行動要支援者を安全かつ適切に避難させるため、地域住民の助け合いの力等によ

る避難行動要支援者一人ひとりの状況に即した避難支援体制を確立する。また、一般の

避難所では生活が困難な要配慮者のため、介護福祉施設、障がい者支援施設等の福祉避

難所を指定するよう努める。なお、災害発生時に避難所となる公共施設については、段

差解消やスロープの設置等要配慮者に配慮した施設整備を行うとともに、必要な物資等

の備蓄に努める。 

ケ 医療機関、社会福祉施設等との密接な連携の下に、災害発生時における避難行動要支

援者の緊急受入れ等について、支援協力体制の確立に努める。 
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コ 公有地はもとより民有地についても極力安全空間の確保に努め、今後開発される地域

においても、その計画が指定緊急避難場所及び指定避難所としての条件を満たすよう協

力を求めていくものとする。 

サ 各避難所の運営マニュアル等の整備に努める。 

シ 指定避難所として指定した学校等の施設については、備蓄のためのスペース確保や通

信設備の整備等に努める。 

ス 指定避難所については、他の市町村からの被災者を受け入れることができるよう配慮

する。 

セ 安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ移送す

るため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定め

るよう努める。 

【関係機関】 

ア 管理施設についての避難所の指定に協力する。（全機関） 

イ 要配慮者利用施設の管理者は、施設利用者を安全かつ適切に避難誘導するため、施設

利用者の個々の態様に配慮した緊急避難場所及び避難経路の確保並びに避難誘導体制

の確立を図り、職員及び施設利用者に周知徹底するとともに、近隣の施設等との密接な

連携の下に、災害発生時における施設利用者の緊急受入れ等について、支援協力体制の

確立に努める。 

 

４  住宅の確保体制の整備  

（１）現状及び課題 

住居の被災により避難生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定する

よう速やかな住宅の確保が必要となる。 

このため町は県と相互に連携し、住宅情報の提供又は住宅の提供を行う体制を整備する

必要がある。 

（２）実施計画 

ア 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整備する。 

イ 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供

する体制を整備する。 

ウ 応急仮設住宅の建設用地については、避難施設との整合を図りながら候補地を選定し、

学校の敷地を用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。 

エ 災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等について、県

と相互に連携した体制の整備を図る。 

オ 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 

カ 周辺市町村が被災した場合には、利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に

情報提供する体制を整備する。 
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５  学校等における避難計画  

（１）現状及び課題 

災害が発生した場合、保育園、小学校、中学校（以下「学校等」という。）においては、

園児、児童生徒（以下「児童生徒等」という。）の生命、身体の安全確保に万全を期すと

ともに、緊急事態に備え迅速かつ的確に対応できる綿密な保護対策としての防災応急対策

を実施する必要があることから、保育園長、学校長（以下「学校長等」という。）は、児

童生徒等の保護について次の事項に十分留意し、避難対策計画を具体的に定めておく必要

がある。 

（２）実施計画 

学校等においては、多数の児童生徒等を混乱なく安全に避難させ、身体及び生命の安全

を確保するために、緊急避難場所、経路、時期及び誘導並びにその指示、伝達の方法等、

適切な避難対策をたてておくものとする。 

ア 防災計画 

(ｱ) 学校長等は、風水害が発生した場合又は発生するおそれのある場合に児童生徒等の

安全を確保するため防災計画を作成しておくものとする。なお、この計画作成に当た

っては町、警察署、消防署及びその他関係機関と十分協議する。 

(ｲ) 学校長等は、防災計画を作成し又は変更したときは、速やかに、町教育委員会（以

下「町教委」という。）に報告するとともに、教職員、児童生徒等及び保護者に周知

徹底を図る。 

(ｳ) 防災計画には、以下の事項を定めておくものとする。 

ａ 風水害対策に係る防災組織の編成 

ｂ 風水害に関する情報の収集と学校、教職員及び保護者への伝達の方法 

ｃ 町教委、町、警察署、消防署及びその他関係機関への連絡方法 

ｄ 夜間、休日等における緊急時の教職員等の連絡及び招集方法 

ｅ 児童生徒等の避難・誘導と検索の方法 

ｆ 児童生徒等の帰宅と保護の方法 

ｇ 児童生徒等の保護者への引き渡し方法 

ｈ 児童生徒等が登退園及び登下校の途中で災害にあった場合の避難方法 

ｉ 児童生徒等の救護方法 

ｊ 初期消火と重要物品の搬出方法 

ｋ 施設、設備の災害予防、危険箇所、危険物（危険動物を含む）の点検方法 

ｌ 避難施設の開設への協力（施設・設備の開放等） 

ｍ 防災訓練の回数、時期、方法 

ｎ 教職員、児童生徒等に対する防災上の教育及び保護者に対する広報の実施 

ｏ 風水害時における応急教育に関する事項 

ｐ その他、学校長等が必要とする事項 
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イ 施設・設備の点検管理 

学校等における施設・設備の点検管理は以下の事項に留意し、適切に行う。 

(ｱ) 日常的に児童生徒等がよく利用する施設空間（教室、昇降口、階段等）や遊具等が

風水害の作用によりどのような破損につながりやすいかに留意して点検する。 

(ｲ) 定期的に非常階段、消火栓等の防災施設や薬品庫等の施設・設備を各担当が点検す

る。 

(ｳ) 設備や備品等の設置方法・場所が適当か、転倒、落下等の防止の措置がされている

かについて点検する。 

ウ 防火管理 

風水害での二次災害を防止するため防火管理に万全を期する。 

(ｱ) 日常点検は、職員室、給食調理室、用務員室、理科室、家庭科室等火気使用場所及

び器具を点検し、消火用水や消火器等についても点検する。 

(ｲ) 定期点検は、消火器具、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、避難器具、避難誘導

灯及び貯水槽等の器具・設備等の機能を精密に点検する。 

エ 避難誘導 

(ｱ) 避難経路及び避難先は、第一、第二の避難経路及び避難先を設定し、あらかじめ保

護者に連絡し周知徹底を図る。 

(ｲ) 防災計画の「児童生徒等の避難誘導と検索の方法」の作成に当たっては、以下の事

項に留意する。 

ａ 児童生徒等の行動基準並びに学校等や教職員の対処、行動を明確にする。 

ｂ 全職員の共通理解がなされ、個々の分担を明確にする。 

ｃ 遠足等校外活動中の災害発生等の場合にも対応できるものとする。 

ｄ 登退園及び登下校時、在宅時における災害発生の場合にも対応できるものとする。 
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第１２節 孤立防止対策 

第１  基本方針  

長和町は、三方を山で囲まれ、狭隘で急峻な地形であり、千曲川水系の依田川源流部を抱

え、急流河川の沢筋に集落や農地が拓かれた山間地域である。 

山林面積は総面積の約 86％（158.64km2）に当たる。 

また、町内には学者村や姫木平、美ヶ原高原郷等複数の別荘地が開発されており、ペンシ

ョン経営者の家族や定年後の終の棲家を長和町に定めた高齢者等が多数居住している。 

こうした地勢及び居住形態の状況は、災害が発生すれば孤立地域の発生を余儀なくされる

ことから、山間集落の過疎化、高齢化と相まって、その対策が重要である。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害時の孤立地域を予測し、住民と行政機関との間の情報伝達が断絶しない通信手段の

確立に努める。 

２ 孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保

に配意した整備を推進する。 

３ 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客の孤立予測について、平素から把握して

おく。 

４ 救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平素から住民の間で準

備する。 

５ 孤立予想地域ごとに避難所となり得る公民館等の施設の整備を進める。 

６ 孤立地域内での生活が維持できるよう、各自が食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立

する観光客等に対する備蓄にも配慮する。 

 

第３  計画の内容  

１  通信手段の確保  

（１）現状及び課題 

有線回線（ＮＴＴ、音声告知端末、ＣＡＴＶ）以外で確保されている通信手段は次のと

おりであるが、今後、携帯電話、衛星携帯電話の活用についても検討を進めていく必要が

ある。 

 

無  線  局 基 地 局 移 動 局 

長和町防災行政無線（同報系） １ ― 

依田窪南部消防署 １ 19 

警察無線 １ ３ 
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（２）実施計画 

ア 防災行政無線の導入等、災害時の通信手段の確保に努める。その際、停電時でも通信

が確保できるシステムとする。 

イ アマチュア無線の協力確保について、体制の確立を図る。 

ウ 孤立する可能性のある集落等に対し、衛星携帯電話等の非常時通信手段の確保を図る。 

エ 災害時優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備されてい

る無線電話等の機器については、その運用方法等について習熟に努める。また、ＩＰ電

話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。 

 

２  災害に強い道路網の整備  

（１）現状及び課題 

本町の地勢上、急峻な地形を切り開いて建設されている道路も多いことから、その全て

について完全な災害予防対策を講じることは不可能であるのが実態である。 

したがって、主要路線優先の対策推進と複線化の推進を図ることが必要である。 

（２）実施事項 

ア 町は、町道の災害予防対策を推進する。 

イ 住民は、道路に面した工作物・立木等について、災害時に道路封鎖等の影響を与える

ことのないよう配慮する。 

 

３  孤立予想地域の実態把握  

（１）現状及び課題 

大規模な風水害が発生すれば孤立地域が発生する可能性が高く、その際は、要配慮者に

対する優先的な支援が必要である。孤立した場合、生命あるいは健康上、緊急に支援する

必要のある住民を平素から把握し、孤立地域発生時に備える。 

（２）実施計画 

ア 道路交通等による外部からのアクセスが困難となり、住民生活が困難又は不可能とな

るおそれがある孤立予想地域をあらかじめ把握しておくものとする。 

イ 平素の行政活動を通じ、高齢者世帯、寝たきりの病人、身体の不自由な者等、優先し

て救護すべき住民の実態を把握しておく。 

ウ 観光開発地域が孤立した場合の最大人員、生活維持可能期間等の基礎的実態を把握し

ておく。 

【住 民】 

住民は、自分の住む自治会、区内の要配慮者について平素から把握するよう努める。 

 

４  地区防災会議、自主防災組織の充実強化の推進  

（１）現状及び課題 

大規模災害時には、多くの場所で同時に救急、救助事案が発生し、消火・救助機関が直

ちに現場に到着することが困難な状況にならざるを得ず、特に孤立地域では、到着までに
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相当の時間が必要となるものと予想される。人命救助や初期消火活動は、一刻を争うもの

であり、地区防災会議、自主防災組織を主体とした住民による可能な範囲での自主防災活

動が極めて重要である。 

（２）実施計画 

ア 地区防災会議、自主防災組織の充実強化を推進する。 

イ 災害発生時の活動要領について教育指導を行う。 

ウ 活動用資機材の整備充実を行う。 

 

５  避難所の確保  

（１）現状及び課題 

孤立が予想される地域ごとに、避難所となり得る施設は整備されているが、風水害によ

る被害を受けないよう、立地条件や点検整備にも配意する必要がある。 

（２）実施計画 

孤立予想地区の公民館等の実態を把握し、必要に応じて点検整備及び更新等について地

区を指導する。 

 

６  備蓄  

（１）現状及び課題 

備蓄計画については、本編本章第 13 節「食料品の備蓄・調達計画」によるが、大規模

災害発生時には、家屋等に被害を受けた住民に対する救援活動を優先せざるを得ないとい

う現実に鑑み、住民個々の被災が少なく、道路の寸断により孤立するという事態において

は、可能な限り生活を維持できるよう、備蓄について各人が配慮することが重要である。 

（２）実施計画 

町は、食料品等の分散配置に配慮する。 

【住 民】 

ア 孤立が予想される地域の住民は、平素から備蓄を行う。 

イ 観光・宿泊施設等においては、孤立した滞在者の生活が確保できるよう、その規模に

応じた備蓄を行う。 
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第１３節 食料品等の備蓄・調達計画 

第１  基本方針  

大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料の備蓄・供給

は重要であり、住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも３日

間可能な限り１週間は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。 

町は、この間、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、食料を持ち出し

できない者等を想定して、食料の備蓄を実施する。 

 

第２  主な取組み  

１ 住民が発災直後から最低でも３日間可能な限り１週間分を自ら備蓄するよう、十分に周

知啓発する。 

２ 自治会長会、区長会、日赤奉仕団役員等を通じて普段から大規模災害時における食料の

調達及び調理供給体制についての体制づくりを進める。 

３ 住民、企業等に対して、食料備蓄の重要性の啓発を図る。 

４ 協定の内容を確認し、円滑な食料供給が行えるよう供給体制の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  食料品等の備蓄・調達体制の整備  

（１）現状及び課題 

食料の調達については、災害救助用米穀の供給は「米穀の買入れ、販売等に関する基本

要領」（平成 21年５月 29日付け 21 総食第 113号総合食料局長通知）に基づき、知事の要

請により農林水産省から供給される。 

一方、生鮮農畜産物については、卸売市場における相互供給体制の整備が必要である。

その他の食料品についても、緊急時の食料品等の調達体制の整備が必要である。 

食料の備蓄・調達については、住民は、自助の観点から自らが主体となって食料を確保

する必要があるが、防災の第一次的責任を有する町は、それぞれの地域の実状等を勘案し、

食料を持ち出しできない被災者等を想定し、備蓄・調達の必要量、方法等について計画を

策定し、実施していく必要がある。 

方法については、現物備蓄にあっては、指定避難所以外での配布も想定し、調理を要し

ないか、又は調理が容易で食器具等が付属した食料品の備蓄に配慮するものとするほか、

近年の災害における被災者要望は、弁当やおにぎりといった備蓄に馴染まない食料が多い

ことを踏まえ、流通備蓄の確保に努める必要がある。 

（２）実施計画 

ア 平成25、26年度に実施した県地震対策基礎調査の結果とその後の社会情勢等を考慮し、

人口の５％の２食分程度を目安とし、地形、気象条件等地域の特性を考慮して乾パン、
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缶詰、レトルト食品、カップ麺等の調理を要しないか、又は調理が容易な食品を中心に

非常用食料の備蓄を行うものとし、必要に応じて更新する。 

イ 他の地方公共団体等との災害時の相互救援協定の締結を図る。 

ウ 非常用食料については、その保管場所に留意し、定期的に保存状態、在庫量の確認を

行う。 

エ 住民、企業等に対して食料備蓄の重要性についての啓発を、防災訓練等の機会を通じ

て行うとともに、自治会長会、区長会、日赤奉仕団役員会等の機会を通じて住民間の協

力体制の醸成を図る。 

オ 県と同様に食料品等の調達体制の整備を図る。 

【住 民】 

ア 自らの安全は自ら守るという防災の基本どおりに、家庭においても発災時備蓄食料や、

調達された食料が供給されるまでの間の当座の食料として、一人当たり最低でも３日分、

可能な限り１週間分程度の食料（乾パン、缶詰、チョコレート、ビスケット等調理不要

なものが望ましい。）を非常時に持ち出しができる状態で備蓄するよう努める。 

イ 高齢者用、乳児用等の食料品は供給が困難になる場合が予想されるので、各世帯構成

に応じた食料備蓄を行うよう留意する。 

【企 業】 

企業等においても、災害発生に備えて、食料備蓄を行うことが望ましい。 

 

２  食料品等の供給計画  

（１）現状及び課題 

食料の供給を行うため、食料の備蓄・調達体制の整備を図るとともに、調達した食料を

避難所等の住民に対して円滑に供給できるよう体制の整備を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町内飯米保有農家からの調達食料及び協定等により調達した食料を住民に供給する

ための体制を整備する。 

イ 食料供給を円滑に行えるよう、調理を要しないか、又は調理が容易で食器具等が付属

した食料品の備蓄に配慮するものとするほか、炊飯器具（なべ、釜）、食器類（茶碗、

はし）、調味料（味噌、塩）等についても整備するよう努める。 
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第１４節 給水計画 

第１  基本計画  

飲料水の備蓄は、止水弁の閉鎖により確保された配水池の貯留水及びボトルウォーターと

し、調達体制は町内各所に湧出する地下水の内から、定期的に行っている水質検査の結果か

ら飲用に適しているとされている湧水をもって充てる。 

また、被災していない市町村（水道事業者等を含む。以下同じ。）による応急給水活動に

より飲料水の確保を図る。 

このほか、町は、被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に対する安全性の確

保を進めるとともに、給水車、給水タンク等の確保を図り、飲料水の供給に備える。 

 

第２  主な取組み  

１ 水道施設の災害に対する安全性の確保、緊急遮断弁の設置及び湧水周辺の環境整備等、

飲料水の備蓄・調達体制の整備を図る。 

２ 給水車、給水タンク等の整備促進を図り、飲料水の供給体制を確立する。 

 

第３  計画の内容  

１  飲用水等の備蓄・調達体制の整備  

（１）現状及び課題 

現在、町内の水道は９系統に分かれており、30の配水池があり、内１箇所は緊急遮断弁

が設置済みである。 

配水池への緊急遮断弁の設置、飲用適格湧水の保全及び水辺環境の整備等を行っていく

必要がある。 

（２）実施計画 

ア 配水池等容量の増強、緊急遮断弁の設置、施設の災害に対する安全性の確保等の整備

を行う。 

イ 飲用適格湧水の水質保全及び水辺環境の整備を進める。 

ウ 住民が実施する事項への支援を行う。 

エ 予備水源、予備電源の確保を行う。 

オ プール等飲料水以外の貯水状況の把握を行う。 

【住 民】 

ア 風呂の残り湯の活用を習慣づける。 

イ ボトルウォーター等による飲料水の備蓄に努める。 

ウ ポリタンク等給水用具の確保を行う。 

エ 自家用井戸等について、その維持、確保に努める。 
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２  飲料水等の供給計画  

（１）現状及び課題 

町には、給水タンク（1,000ℓ）１個、ポリタンク約 50 個が整備されており、依田窪南

部消防署の水槽付きポンプ車も災害に備えて常に水の入れ替えを行っている。緊急時には、

これらの器具により供給を行う。また、町だけでは供給が困難となった場合は、災害相互

応援により他の市町村の応援を受ける。 

しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合には、相互応援（県水道協議

会策定）が困難になるとともに、給水車等の不足も予想される。 

（２）実施計画 

ア 給水車の整備と運行計画の策定等給水体制の確立を図る。 

イ 給水源の確保、供給量の見直しを行う。 

ウ 被災範囲、被災状況、給水拠点の想定を行う。 

エ 給水車、給水タンク、ポリタンク、ポリ袋の確保を行う。 
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第１５節 生活必需品の備蓄・調達計画 

第１  基本方針  

災害発生時には、住民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により生活必需品に著しい不

足が生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体制の

整備を図る必要がある。 

（災害時の主な生活必需品） 

○寝具（タオルケット・毛布等） 

○衣類（下着・靴下・作業着等） 

○炊事道具（なべ・包丁・卓上コンロ等） 

○身の回り品（タオル・生理用品・紙オムツ等） 

○食器類（はし・茶碗・ほ乳瓶等） 

○日用品（石鹸・ティッシュペーパー・携帯トイレ・トイレットペーパー等） 

○光熱材料（マッチ・ガスボンベ・ストーブ・灯油等） 

（必要量） 

人口の５％程度が、生活必需品について自力で確保できない状況を想定して備蓄・調達

体制を整備するよう努める。 

 

第２  主な取組み  

町は、地域の実情に応じて備蓄・調達体制の整備を図るとともに、住民に対して、災害時

に備えた備蓄の必要性について普及・啓発に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  生活必需品の備蓄・調達体制の整備  

（１）現状及び課題 

災害時の生活必需品の確保については、住民自ら行うことが有効であり、住民の防災意

識を高め、最低限の必要品については、緊急用品として準備するよう、普及・啓発に努め

るとともに、町においても必要最低限の生活必需品については、備蓄を図る必要がある。 

また、生活必需品の調達に対し、流通業者等に協力を要請するとともに、調達可能な物

資の量の把握に努め、調達体制の整備を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町は、社会福祉協議会などの協力により生活必需品調達体制の整備を図る。 

イ 住民に対し防災思想の普及を行い、住民における備蓄の促進を図る。 
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【住 民】 

災害に備えて、本節第１の基本方針に掲げた生活必需品のほか、最低でも３日分、可能

な限り１週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄を図り、

避難に備え非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備を行う。 

 

２  生活必需品の供給体制の整備  

（１）現状及び課題 

災害発生後、町は直ちに備蓄分の生活必需品の迅速な供給を行うため、被害状況に応じ

た調達必要数の把握方法を整備する。また、生活必需品の調達を行う場合を想定し、流通

業者等への連絡方法、輸送手段、集積場所等について関係機関と調整し、あらかじめ定め

ておく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 輸送されてくる生活必需品の集積場所を調整する。 

イ 輸送手段、集積場所等について、関係機関と調整し、あらかじめ計画するよう努める。 
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第１６節 危険物施設等災害予防計画 

第１  基本方針  

風水害等により危険物施設に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがあること

から、自主保安体制の強化、風水害に対する安全性の向上を図り、当該施設に係る災害を未

然に防止する。 

 

第２  主な取組み  

１ 危険物施設における災害発生及び拡大防止計画を確立する。 

２ 液化石油ガス施設における災害発生及び拡大防止計画を確立する。 

３ 毒物・劇物保管貯蔵施設における災害発生及び拡大防止計画を確立する。 

 

第３  計画の内容  

１  危険物施設災害予防計画  

（１）現状及び課題 

町内の消防法に定める危険物施設は、貯蔵所及び取扱所（資料５－１及び５－２参照）

がある。いずれも比較的小規模な施設であるが、これらの施設においては、風水害等発生

時における危険物による二次災害の発生及び拡大を防止するため、施設・設備の風水害に

対する安全性の確保及び防災応急用資機材の備蓄を図るとともに、自衛消防組織の充実強

化、保安教育及び防災訓練の実施等、保安体制の強化を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 規制及び指導の強化 

(ｱ) 危険物施設の設置又は変更の許可に当たっては、風水害等によって生ずる影響を十

分考慮した位置、構造及び設備とするよう、設置者（申請者）に対する指導を強化す

る。 

(ｲ) 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、風水害発生時の安全確保につ

いて再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移設等の指導、助言を行い、

安全性の向上を図る。 

イ 自衛消防組織の整備促進 

緊急時における消防機関との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておくため、

危険物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自主的な自衛体制の整備について指導す

る。 

ウ 化学的な消火、防災資機（器）材の整備促進 

町は、多様化する危険物に対応する化学消防力の整備を図る。 

また、危険物施設の管理者に対し、発災時における災害の拡大防止対策に必要な資機

（器）材の整備、備蓄の促進について指導する。 
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エ 相互応援体制の整備 

近隣の危険物取扱い事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛

消防力の確立について指導する。 

 

２  液化石油ガス施設災害予防計画  

（１）現状及び課題 

販売業者に対する風水害対策の指導及び災害時の消費者の適切な処置等の啓発を図る

必要がある。 

（２）実施計画 

販売業者及び消費者に対し災害対策又は発生時の処置について、広報活動等を実施する。 

 

３  毒物・劇物保管貯蔵施設災害予防計画  

（１）現状及び課題 

毒物・劇物貯蔵保管施設については、実態を十分に把握して、災害対策の指導を図る。 

（２）実施計画 

保管貯蔵施設の実態を把握するとともに、一般家庭での農薬の安全管理及び災害対策に

ついて指導を行う。 
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第１７節 ライフライン施設災害予防計画 

第１  基本方針  

上下水道及び電気・ガス施設等のライフライン施設は、生活の根幹をなすものであり、こ

れらが災害により被害を受け、機能まひに陥ることによる影響は極めて大きい。 

このため、町は、風水害等の災害に強い施設を整備するとともに、災害が発生したときも

被害を最小限にとどめ、早期復旧が図られるよう、施設の災害防止対策を推進する。 

また、電力会社及び都市ガス事業者との連携を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 通常のメンテナンス体制の充実、老朽施設の更新、改良等を行うとともに、施設の安全

性の確保を図る。 

２ 緊急連絡体制、被災時の復旧体制の確立を図る。 

３ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保に努める。 

４ 下水道施設台帳・農業集落排水処理施設台帳の整備、拡充を図る。 

５ 管渠及び処理場施設の系統の多重化を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  水道施設・設備の整備及び安全性の確保  

（１）現状及び課題 

施設の安全性の確保、老朽施設の更新等を計画的に進めているが、施設の建設には多大

な費用が必要となるため、施設整備が十分とは言えないのが現状である。 

また、ライフラインの確保として、他事業と調整し、緊急時連絡管等の整備が必要であ

る。 

水道事業者相互の応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町

村へ応援を依頼することが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱

により、日本水道協会を通じて全国的に応援を依頼することが可能である。 

（２）実施計画 

ア 老朽管の布設替等、施設整備の推進を図る。 

イ 配水系統の相互連絡のブロック化を図る。 

ウ 水道事業者相互の緊急時連絡管の整備促進を図る。 

エ 復旧資材の備蓄を行う。 

オ 水道管路図等の整備を行う。 
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２  緊急連絡体制の整備  

（１）現状及び課題 

災害発生時において、迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を実施するため、

緊急連絡体制、復旧体制、災害時の緊急的措置等を定めた災害対策要領等をあらかじめ策

定する必要がある。 

また、復旧体制について、被災時には関係職員、関係業者、手持ち資材だけでは対応不

十分となることが予想されるため、あらかじめ他の地方公共団体との間で広域応援協定を

締結する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 災害時の対応を定めた災害対策要領等を策定する。 

イ 対策要領等に定められた対応が確実に機能するよう、訓練を実施していく。 

ウ 復旧体制について、他の地方公共団体との広域応援体制、民間の業者との協力体制を

確立する。 

 

３  緊急用、復旧用資機材の計画的な確保  

（１）現状及び課題 

災害時には、被災の状況を的確に把握するため及びライフラインとしての下水道の機能

を緊急的に確保するため、発電機、ポンプ等の緊急用、復旧用資機材が必要となることか

ら、これらの資機材について、平常時から計画的に購入、備蓄していく必要がある。 

（２）実施計画 

発電機、ポンプ等の緊急用、復旧用資機材を計画的に購入、備蓄する。 

 

４  下水道施設台帳、農業集落排水処理施設台帳の整備・拡充  

（１）現状及び課題 

下水道施設台帳は、下水道の諸施設を適切に管理するため、下水道法においてその調

製・保管が義務づけられている。 

下水道施設等が風水害等により被災した場合、その被害状況を的確に把握するためには、

当該台帳から確実かつ迅速に、データの調査、検索等ができる体制を整備する必要がある。 

（２）実施計画 

下水道施設台帳等の適切な調製・保管に努める。また台帳のデータベース化が図られて

いるため、被災時には、確実かつ迅速にデータの調査、検索ができる体制を整備する。 

 

５  管渠及び処理場施設の系統の多重化  

（１）現状及び課題 

下水道は、住民の生活に欠くことのできないライフラインとして、一日たりとも休むこ

とのできない施設であり、万一被災を受けた場合においてもライフラインとしての機能を

確保できうる体制を整えておく必要がある。このため、管渠の２系統化、処理場施設のバ

ックアップ体制の確保等、代替性の確保に努めることが必要である。 
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（２）実施計画 

必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代替施設の整備等による代替性の確保に

努めるものとする。 
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第１８節 通信・放送施設災害予防計画 

第１  基本方針  

災害時において通信・放送の途絶は、災害応急対策の遅れ、情報の混乱を招くなど住民に

与える影響は非常に大きい。これらを未然に防止するため、日本電信電話株式会社及び放送

機関等は予防対策を講じているが、町においても、防災行政無線、ＣＡＴＶ、音声告知端末

等、通信・放送手段の防災対策を講じる必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 町は、緊急時における通信・放送手段の確保、整備を図る。 

２ 町は、通信・放送施設の風水害対策、災害に強い通信・放送手段の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  緊急時のための通信確保  

（１）現状及び課題 

災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的増大などにより通信回線が一時的

に利用不能又は輻輳の発生するおそれがある。このため被災情報の収集伝達、災害対策に

必要な通信を確保するため緊急時用通信施設、機器及び運用体制の確立が必要である。 

（２）実施計画 

町は、音声告知端末・無線系及び地上・衛星系による通信回線の多ルート化、中枢機能

の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図るほか、緊急時のための通信施設、

機器を整備する。通信施設の整備に当たっては、自機関関係各所はもとより、自機関以外

の防災関係機関との情報伝達ができる手段についても配慮する。 

また、非常通信を行う場合に備え、あらかじめ通信を依頼する無線局を選定しておく。 

 

２  町防災行政無線通信施設災害予防  

（１）現状及び課題 

町と住民及び防災関係機関への災害時における情報収集・伝達手段として町防災行政無

線を整備しており、次の災害予防対策を行っている。 

ア 予備電源装置として発動発電機を設置している。 

イ 空中線については、風速60メートルに耐えられるよう設置を行っている。 

（２）実施計画 

自治会・区、地区防災会議、自主防災組織などで相互間通信を行える地域防災系の防災

行政無線の整備を図る。また、通信施設については、風水害などに備えた災害予防対策を

図る。 
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３  町通信・放送施設（情報館）災害予防  

（１）現状と課題 

町では、平成９年に開設された町通信・放送施設（情報館）において、音声告知端末、

ＣＡＴＶ、インターネット等の通信・放送サービスを提供しており、住民の情報源及び通

信手段として大きな役割を果たしてきている。 

そのため、機器の故障等に迅速な対応ができる体制の整備が必要となることから、関係

機関等との連携を強化し、情報化社会に即し、また、高齢者等要配慮者に配慮した通信及

び情報伝達手段の確立を目標に、通信・放送施設の整備を進める必要がある。 

（２）実施計画 

高齢者等要配慮者に配慮し、かつ災害に強い情報通信網の構築を図る。 

 

４  電信電話施設の災害予防  

（１）現状及び課題 

従来の災害対策に包括された中で実施し、水害が予測される電気通信設備等について耐

水化構造化（防水扉設置等）を実施する必要がある。 

また、電話の不通による社会不安や、生活への支障を除去するため、住民等に対して迅

速な情報提供が重要となることから、各関係機関相互の連携を強化する必要がある。 

（２）実施計画 

町は、電信電話会社との連携を図るものとする。 

（３）東日本電信電話㈱が実施する計画 

災害に強い通信サービスの実現に向けて、県及び市町村防災機関等との情報連絡の強化

さらに、通信システムの高信頼化を図る。 

 

５  放送機関の災害予防  

（１）現場及び課題 

日本放送協会、信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝日放送㈱、長野エフエ

ム放送㈱は、災害時マニュアルを策定し、日頃から放送設備等の被害を予防する処置を行

っている。 

（２）実施計画 

日本放送協会、信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野朝日放送㈱、長野エフエ

ム放送㈱は、平常時から災害予防対策に加えて、施設の補強、放送機器の落下・転倒防止

対策、無線通信機器の増強、非常電源設備の更新、浸水対策としての排水設備の充実を推

進する。 
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第１９節 災害広報計画 

第１  基本方針  

災害発生時に有効な広報活動を迅速に行うための体制づくりを事前に行っておく必要が

ある。そのためには、被災者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報

道機関等に対する情報の提供体制の整備を行っておく必要がある。 

また、放送事業者・通信事業者等は、被害に関する情報・被災者の安否情報等について、

情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 被災者及び住民等への情報の提供体制を整備する。 

２ 報道機関等への情報の提供体制の整備等を行っておく必要がある。 

 

第３  計画の内容  

１  被災者及び住民等への情報の提供体制  

（１）現状及び課題 

災害発生時には、被災者及び住民等からの問い合わせ、安否情報の確認、要望、意見等

が数多く寄せられることが予想されるため、県・町及び報道機関は適切な対応が行える体

制を整えておく必要がある。 

これは、被災者及び住民等に対して的確な情報を提供するうえで重要であると同時に情

報の混乱を防ぎ、また職員が問い合わせに対する対応に忙殺され、他の災害応急業務に支

障が出るというような事態を防ぐうえからも重要である。 

（２）実施計画 

ア 被災者及び住民等からの問い合わせに対する専用の窓口や、専用電話・ファックス・

パソコン（インターネット）を設置し、職員が専属で対応できるよう体制の整備を図る。 

イ 防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、音声告知端末、広報車等により、町固有の情報

をリアルタイムで住民に提供することができるよう体制の整備を図る。 

ウ 災害情報共有システム（Ｌアラート）、町のホームページ、ソーシャルメディア等を

利用し、住民に対して各種の情報を提供できるよう情報館を核とした体制の整備を検討

する。 

エ 被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行うため、県及び大規模災害ラジオ放送

協議会と体制の整備・確認を行う。 

オ エのほか、被災者及び住民等に対して各種の情報提供を行うため、県及び報道機関等

と体制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発

に努める。 

カ 伝言サービス等の仕組みや利用方法等の周知に努める。 



第２編 風水害対策編（第１章 災害予防計画） 

-81- 

２  報道機関への情報提供  

（１）現状及び課題 

災害発生時には、報道機関からの取材の要請が、電話、直接のインタビュー等によりな

されることが予想される。 

報道機関に対する情報の提供については、あらかじめ対応方針を定めておく必要がある。 

また、災害発生時に放送要請が必要な事態が生じた場合に、速やかに放送要請が行える

よう放送要請の方法について確認しておく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 取材に対する対応による業務への支障、窓口が一本化されていないことによる情報の

混乱等を防ぐため、取材に対する広報窓口を明確にし、窓口を経由して情報の提供を行

う体制を整備する。 

イ 災害発生時に放送要請が必要な事態が生じた場合に、速やかに放送要請が行えるよう

放送要請の方法についての確認を行う。 
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第２０節 土砂災害等の災害予防計画 

第１  基本方針  

本町は、その地形から土砂災害が発生する危険がある場所を抱えており、風水害に起因す

る土砂崩落、地滑り等による被災が懸念される。 

これら土砂災害を防止するため、国、県、町等関係機関が中心となり危険箇所を把握し、

総合的かつ長期的な対策を講ずる。 

特に、近年要配慮者利用施設が、土砂災害により被災し、多数の犠牲者が出た事例もあり、

これらの施設が所在する土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等については、特に万全の対

策が必要とされる。 

また、近年土砂災害のおそれのある区域への宅地開発が進行する中で、開発区域が土砂災

害を受ける事例が見受けられる。このような土砂災害を防止するため、土砂災害のおそれの

ある区域への宅地開発を抑制し、また、土砂災害のおそれのある区域からの住宅移転希望者

を支援していく。 

 

第２  主な取組み  

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点から法律に基づく指定を行い、開

発行為の制限や有害行為の防止、防災工事を強力に推進するとともに、適切な警戒避難体

制の整備を実施し、住民への周知を図る。 

２ 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものとする。

地域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等行う場合は、土砂災害に備えた警戒避

難体制を構築する。 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等について防災対策

を推進する。 

４ 県が行う土砂災害警戒区域等の指定について協力し、警戒避難体制を整備する。 

 

第３  計画の内容  

１  土石流対策  

（１）現状と課題 

一見、安定した河床、林相を呈している地域でも、豪雨によって土石流が発生し、人家

集落が壊滅的被害を受けている事例が多い。 

本町の土石流危険渓流は、資料２－２のとおりである。町は、警報の伝達方法等を定め、

緊急時に際しては適切な措置がとれるよう警戒避難体制の整備を図る。 

（２）実施計画 

町は、土石流危険渓流及び土石流発生危険箇所の周知に努めるとともに、警戒避難体制

の確立を図る。 
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住民は、ハザードマップ等についての知識を深めるとともに、安全な緊急避難場所の確

認をしておくものとする。 

 

２  急傾斜地崩壊対策  

（１）現状及び課題 

崖崩れ災害を未然に防止し、また災害が発生した場合における被害を最小限にとどめる

ために、事前措置として平素から危険予防箇所の把握と防災パトロールを強化する必要が

ある。また、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて急傾斜地崩壊

危険区域に指定し急傾斜地の崩壊による災害の防止に努める。 

（２）実施計画 

ア 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等について定

める。 

イ 山地災害危険箇所（資料２－１、２－３、２－４参照）を住民に周知する。 

ウ 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難勧告等を行えるよ

うな基準及び伝達方法等について避難計画を確立する。 

エ 避難のための立ち退きの万全を図るため避難施設、経路及び心得等をあらかじめ住民

に周知する。 

オ 農業用用排水路について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備する。 

カ 住民は、日頃より危険箇所についての知識を深めるとともに安全な緊急避難場所の確

認をしておくものとする。 

 

３  要配慮者利用施設が所在する土砂災害危険箇所対策  

（１）現状及び課題 

町内の要配慮者利用施設が所在する地区については、要配慮者対策の観点から効果的か

つ総合的な土砂災害対策の実施が必要である。 

（２）実施計画 

ア 町は、防災マップ等の作成・配布や研修会等の機会を通じて住民に対して土砂災害危

険箇所、土砂災害警戒区域等の周知を図る。 

イ 土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設については、利用者の円滑かつ迅速な避難を

確保するため、その名称・所在地及び、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に

関する事項について定める。 

 

４  土砂災害警戒区域の対策  

（１）現状及び課題 

土砂災害警戒区域内の住民等への情報の提供体制及び警戒避難体制の整備、あるいは開

発行為等に対する適切な指導等に留意する必要がある。 
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（２）実施計画 

ア 住民へ土砂災害警戒区域等を周知し、情報伝達体制を整備する。また、土砂災害警戒

区域等における円滑な警戒避難体制の整備に努める。 

イ 土砂災害特別警戒区域については、以下の措置をとる。 

(ｱ) 建築基準法に基づく建築物の構造規制 

(ｲ) 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費による支援

及び相談窓口の確保 

ウ 土砂災害警戒区域については、以下の措置をとる。 

(ｱ) 土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。 

ａ 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法 

ｂ 避難施設及び避難経路 

ｃ 土砂災害に係る避難訓練に関する事項 

ｄ 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設の名称及び所在地 

ｅ 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関

する事項 

ｆ 救助に関する事項 

ｇ その他警戒避難に関する事項 

(ｲ) 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災マッ

プ等を作成し、住民等に周知する。 

エ やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設設置

者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 

【住 民】 

ア 住民は、平素より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認した時は、遅滞

なく町、消防署、警察署等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇

所、避難施設及び避難経路について把握しておくなど、日頃から土砂災害関連情報を収

集する。さらに土砂災害警戒情報発表に伴いその内容を理解し自主避難等、避難行動が

できるように努める。 

イ 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わない。やむを得

ず新築等行う場合は、警戒避難体制等に関する事項について町、県に助言を求める。 
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第２１節 防災都市計画 

第１  基本方針  

集落ごとの住宅の集中化等により、住宅地における災害の危険性は増大しており、災害時

における住民の生命及び財産の保護を図るため、住宅地の防災に関する総合的な対策を推進

し、安心して住める町づくりを進める。 

 

第２  主な取組み  

１ 住宅地における火災を予防するため、建築物の不燃化の促進を図る。 

２ 避難路、避難施設の機能を有する道路、公園緑地等の防災空間（オープンスペース）の

整備を一層推進する。 

３ 土地区画整備事業等の面的整備を積極的に推進することにより、健全な住宅地の整備と

防災機能の一層の充実を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  建築物の不燃化の推進  

（１）現状及び課題 

住宅地には建築物が密集しており、火災被害の発生及び延焼拡大のおそれが大きい。 

土地の高度利用を図る地域、避難路となる幹線道路沿い等については、建築物の不燃化

を促進し、安全な住宅地の形成を図る必要がある。 

（２）実施計画 

建築物の密度が高く、火災危険度の高い住宅地において、建築物を耐火構造・準耐火構

造とし、不燃化を図る。 

 

２  防災空間の整備拡大  

（１）現状及び課題 

集落ごとの住宅の集中化等により、住宅地におけるオープンスペースが急激に減少して

おり、災害時における危険性が増大している。 

これらの整備に当たっては、以下の点について併せて留意する必要がある。 

ア 住宅地の安全性の確保 

イ 食料等の備蓄倉庫、耐震性貯水槽、ヘリポート、非常用発電機、放送施設等の災害応

急施設を備えた防災公園の整備 

ウ 要配慮者に対する安全性確保 

エ 幹線道路の多重化によるバックアップ機能の確保等を考慮した道路網の形成 
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（２）実施計画 

ア 防災対策に資する効果的な公園緑地等の配置計画を検討し、積極的な整備に努める。 

イ 町道について、国県道との連携を図りながら、避難路として必要な道路整備に努める。 

 

３  健全な住宅地の整備  

（１）現状及び課題 

道路、公園等の公共施設の整備の立ち遅れた災害危険度の高い木造密集地は、本町にも

存在している。 

先の阪神・淡路大震災においても、著しい被害を受けた地域は、木造老朽家屋が密集し

た地区などに集中している。 

これらの地域については、道路、公園等の公共施設を整備、改善することによりオープ

ンスペースを確保するとともに、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、土地区画

整備事業などの面的な整備事業を一層推進する必要がある。 

（２）実施計画 

木造密集地や公共施設の整備の立ち遅れている地域を重点に、防災性の高い町づくりを

実現するため、各種整備事業等を積極的に推進する。 
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第２２節 建築物災害予防計画 

第１  基本方針  

強風又は出水等による建物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産を保護するため、建

築物及び敷地の安全性の向上を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 強風による落下物・転落物の防止対策を講ずる。 

２ 出水時の被害を最小限に抑えるため、敷地の安全性の確保及び建築物の浸水対策を講ず

る。 

３ 文化財保護法等により指定された文化財は、災害発生後の火災等に備える。 

 

第３  計画の内容  

１  建築物の風害対策  

（１）現状及び課題 

強風による屋根材等の飛散・落下や建築物の損壊、看板等の飛散・転倒を最小限に抑え

るため、構造耐力上の安全性を確保し適切な管理を行う必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町が実施する計画 

(ｱ) 公共建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための点検を実施し、

必要に応じて改修を行う。 

(ｲ) 一般建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導及び啓発を

行う。 

(ｳ) 道路占用物については、落下・転落防止のための指導を行う。 

(ｴ) 落下物、屋外設置物による被害の防止対策について普及・啓発を図る。 

イ 建物等の所有者等が実施する計画 

建築物の所有者等は屋根材、看板等の飛散・落下被害を防止するため点検し、必要に

応じて改修を行う。 

 

２  建築物の水害対策  

（１）現状及び課題 

出水による建築物の被害を最小限に抑えるため、土地の状況等に応じて盛り土等による

建築物の浸水対策及び敷地の安全性の確保を講ずる必要がある。 

また、出水、崖地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域については、建築等

の制限を行う必要がある。 
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（２）実施計画 

ア 町が実施する計画 

(ｱ) 出水による崖地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域について、建築等

の制限を行うため条例の制定に努める。 

(ｲ) 崖地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

イ 建物等の所有者等が実施する計画 

出水時における建築物の被害を防止するため、土地の状況に応じ盛り土等の必要な処

置を講ずる。 

 

３  文化財の風水害予防  

（１）現状及び課題 

文化財は、文化財保護法及び文化財保護条例等により、その重要なものを指定し保護す

ることになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代へ継承していくこ

とが必要である。 

本町における国・県・町指定文化財のうち、建造物については、そのほとんどが木造で

あるため、風水害対策とともに防火対策に重点をおき、それぞれの文化財の性質・形状及

びその環境に応じて保全を図り、併せて見学者の生命・身体の安全にも十分注意する。 

（２）実施計画 

町教委は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施し、

防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

ア 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行う。 

イ 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 
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第２３節 道路及び橋梁災害予防計画 

第１  基本方針  

風水害で生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等に妨げにならないよう、風

水害に強い道路及び橋梁づくりを行う必要がある。 

道路及び橋梁の基幹的な交通確保の整備に当たってはネットワークを充実させ、風水害に

対する安全性の確保を図る。機能に重大な障害が生じた場合は、代替性の確保及び応急対策

により機能の確保を行う。被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関との相互応援

体制の強化を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 道路及び橋梁の風水害に対する安全性を確保する。 

２ 被災後の応急稼働及び復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整える。 

３ 危険防止のための事前規制を行う。 

 

第３  計画の内容  

１  道路及び橋梁の風水害に対する整備  

（１）現状及び課題 

風水害により、道路は落石、法面崩壊、道路への土砂流出、道路決壊、道路付帯施設・

橋梁の破損、倒木による電柱等の破損、冠水等によって交通不能あるいは困難な状態にな

ると予想される。この対策として各道路管理者並びに警察等関係機関は道路・道路施設及

び橋梁について、風水害に対する安全性の強化を図る必要がある。 

（２）実施計画 

町は、施設整備計画により風水害に対する安全性に配慮し、整備を行う。 

 

２  関係団体との協力体制の整備  

（１）現状及び課題 

風水害により道路・道路施設及び橋梁が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、

交通の確保を図る必要がある。応急復旧は道路管理者並びに警察の機関単独では対応が遅

れるおそれがある。この対策として被災後の応急活動及び復旧活動に関し、町は建設振興

協議会等関係機関との協力体制を整備し、平素より連携を強化しておく必要がある。 

（２）実施計画 

町は、関係機関との協力体制を整備し連携の強化に努める。 
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第２４節 河川施設災害予防計画 

第１  基本方針  

出水時の破堤をはじめとする河川管理施設の災害は、多くの人命・財産を失うなど多大な

る社会的影響を与えることから、新たな施設整備とともに、既存施設の日常的な整備・点検、

維持管理を行い安全の確保に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 過去の災害の実績、現況の流下能力、災害時の社会的影響等を勘案し優先度の高い箇所

から改修等を実施する。 

２ 堤防や河道の土砂堆積の状況等を適宜把握し、洪水等に対する安全性を確保するよう維

持的な対策を講ずる。 

３ 出水時の的確な情報収集や情報提供に努める。 

４ 浸水想定区域の公表、浸水想定区域内の要配慮者施設の情報伝達並びに避難体制の確保

に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  河川施設災害予防  

（１）現状及び課題 

河川改修や維持工事を鋭意進める一方、過去の災害の実績や堤防の状況等を勘案し、重

要水防区域の指定や水位情報の提供など、効率的な水防活動や住民への注意を促すための

対策を講じている。 

（２）実施計画 

施設整備計画により河川管理施設の整備を図る。 

 

２  浸水想定区域内の災害予防  

（１）現状及び課題 

近年の全国の豪雨災害では低地などでの浸水被害が発生しているほか、高齢者や園児ら

要配慮者が逃げ遅れて孤立するケースが発生しているため、洪水により相当な損害を生ず

るおそれのある河川を指定し、浸水想定区域の公表を行っている。町は浸水想定区域内の

要配慮者利用施設の防災体制の確立を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の名称・住所・管理者等及び施設に対する洪水予

報等の伝達方法（ＦＡＸ、メール、電話等）を定め、警戒避難体制の確立等防災体制の

整備について指導する。 
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イ 要配慮者利用施設、地区防災会議、自主防災組織等と連携を図り、災害の発生を想定

した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 

ウ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マ

ニュアルの作成等によって警戒避難体制の確立を図るものとし、町はこれに協力する。 
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第２５節 ため池災害予防計画 

第１  基本方針  

本町には、５箇所のため池があるが、洪水等の際にも決壊の可能性は少ないと思われる。 

しかしながら、洪水等によりこれらが決壊した場合、下流の農地のみならず人家、公共施

設等に甚大な被害を与え、時には人命までも奪うおそれがある。雨期には管理団体に警告を

発するとともに、緊急度の高いものから補強工事を実施し、被害の発生を未然に防止する。 

 

第２  主な取組み  

巡回点検等によりため池の現状を把握するとともに、緊急度の高いものから順次補強工事

を実施していく。 

 

第３  計画の内容  

１  現状及び課題  

老朽化の甚だしいものは、豪雨による洪水等により決壊し、下流の農地をはじめ人家、公

共施設にまで被害を及ぼすおそれがあるため、緊急度の高いものから順次補強工事を実施す

る必要がある。 

町内のため池一覧については、資料３－３参照のこと。 

 

２  実施計画  

（１）町は、次の事項を実施する。 

ア ため池の規模、施設の構造及び下流の状況等について台帳整備を行い、県に報告する

とともに、施設の状況について適時確認しておく。 

イ 必要に応じ土のう、杭等の応急資材を準備する。 

ウ 豪雨の発生が予想される場合には、事前に巡回点検を実施する。 

（２）関係機関は、次の事項を実施する。 

ア 管理団体において災害に備えた監視体制を組織化し、非常事態が発生した場合は、直

ちに町に緊急連絡ができるようにする。 

イ 適時巡回点検を実施し、施設の状況について調査するとともに町に結果を報告する。 
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第２６節 農林水産物災害予防計画 

第１  基本方針  

風水害による農林水産関係の被害は、キノコ栽培施設、畜舎、養魚場等生産施設の損壊や

立木の倒壊、流失、農産物集出荷貯蔵施設等の倒壊が予想されるとともに、農作物の病害発

生や生育不良、家畜、水産物の死亡被害なども予想される。 

そこで、被害を最小限にするための予防技術対策の充実と普及、適地適木の原則を踏まえ

た森林の整備等を推進する。 

 

第２  主な取組み  

１ 農作物等災害対策指針における予防技術対策の充実を図るとともに、農業改良普及セン

ター等を通じ、農業団体、農業者等に周知徹底を図る。 

２ 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針及び町森林整備計画に基づき森

林の整備を実施する。 

 

第３  計画の内容  

１  農水産物災害予防計画  

（１）現状及び課題 

風水害による農作物被害の軽減を図るため、農作物等災害対策指針を策定し、農業改良

普及センター等を通じ予防技術の周知徹底を図っている。 

（２）実施計画 

農業改良普及センター、農業協同組合等と連携し、農業者等に対し次の予防技術等につ

いて周知徹底を図る。 

ア 野菜及び花き 

(ｱ) 支柱のある作物は、支線の補強、防風ネットの設置等により被害の未然防止に努め

る。 

(ｲ) ハウスは、破損部の修理、支柱等の補強により倒壊を防ぐとともに、周囲に排水溝

を設置し、冠水防止に努める。 

イ 水稲 

(ｱ) 強風が予想されるときは、水田はなるべく深水にし、倒伏予防を図る。 

(ｲ) 水路の流れを良くし冠水を抑えるため、清掃及び障害物の除去に努める。 

ウ 果樹 

(ｱ) 防風林又は防風施設を設置し、被害の未然防止に努める。 

(ｲ) 支柱、トレリス、果樹棚等の補強をし、枝折れ、落果被害の防止に努める。 

(ｳ) 台風等豪雨襲来の前に排水溝を設置し、冠水防止に努める。 
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２  林産物災害予防計画  

（１）現状及び課題 

風水害による立木の倒壊防止のため、適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るととも

に壮齢期の森林にあっては、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状比の立木仕立

てを指導している。 

林産物生産、流通、加工施設の設置に当たっては、立地条件や排水施設の施工に留意す

る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 長和町森林整備計画に基づき健全な森林の整備を図る。 

イ 県と連携をとって林産物の生産、流通、加工現場において安全パトロールを実施する。 
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第２７節 二次災害の予防計画 

第１  基本方針  

災害発生時に被害を最小限に抑えるためには、発生が予想される二次災害を防止すること

が重要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、関係機関の平常時からの体制の整

備が不可欠である。 

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次災害が発生す

る場合もある。 

また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講

じておく必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 構造物に係る二次災害防止のための措置を講じる。 

２ 危険物等に係る二次災害防止のための措置を講じる。 

３ 災害発生時の流木発生を予測した対策を検討する。 

４ 土砂災害危険箇所等の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  構築物に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

林道は、避難路や輸送道路として災害発生後に利用される場合もあるが構造上、土砂崩

落等が起こる可能性もあるため、事前の対策が必要である。 

その他の道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくと

ともに、被災箇所の危険度を判定する基準等の整備が必要である。 

（２）実施計画 

町は、基本計画等に定めるところにより整備を行う。 

 

２  危険物施設等に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

［危険物関係］ 

消防法に定める危険物施設における災害発生時の二次災害の発生及び拡大を防止する

ため、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の

強化も必要である。 
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［液化石油ガス関係］ 

液化石油ガス一般消費先における容器の転倒・流出防止措置の徹底など、災害対策の促

進について液化石油ガス販売事業者等に対する指導を徹底する。また、消費者が適切な措

置を行えるよう、消費者に対する啓発も必要である。 

［毒物劇物関係］ 

毒物劇物における火災や有毒ガスの発生等の二次災害を予防するため、「毒物劇物危害

防止規定」の作成、流出等の防止施設の整備、及び事故処理剤備蓄体制の充実が必要であ

る。 

（２）実施計画 

ア 危険物関係 

(ｱ) 防災応急対策用資機材の整備についての指導 

(ｲ) 自衛消防組織の強化についての指導 

(ｳ) 近隣の危険物取扱所との協定の締結の促進等の指導 

イ その他 

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害予防対策については、上田地域

広域連合消防本部及び依田窪南部消防署と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹

底する。 

 

３  倒木の流出対策  

（１）現状及び課題 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が流路を閉塞し鉄砲水の原因となったり、下

流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もある。 

（２）実施計画 

災害に強い森林づくり等、総合的な対策を検討するとともに、流木除去体制に努める。 

 

４  山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地滑り及び渓流における土石流

の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生する危険がある箇所

（土砂災害危険箇所等）をあらかじめ把握しておくとともに緊急に点検実施できるよう体

制を整備しておく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 情報収集体制の整備 

イ 警戒避難体制の整備 
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第２８節 防災知識普及計画 

第１  基本方針  

「自分の命は自分で守る。」が防災の基本であり、町による対策が有効に機能するために

は、食料・飲料水の備蓄など住民が常日頃から災害に対する備えを心がけるとともに、災害

発生時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び地区防

災会議、自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動を経験

から学ぶことは困難である。 

このため、町は、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図ると

ともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域

の総合的な防災力の向上に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 住民等に対して実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 町関係職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 

５ 地区防災会議、自主防災組織の育成を図る。 

６ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３  計画の内容  

１  住民等に対する防災知識の普及活動  

（１）現状及び課題 

災害発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮者に対して

はどのような配慮が必要かなど、災害発生時に役立つ実践的な防災知識を身につけた災害

に強い住民を育成することが、被害を最小限にとどめるうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練等の取組みや広報活動がなされているが、今後は、防災マップ

の作成・配布等のより実践的な活動が必要である。 

また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

（２）実施計画 

ア 住民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディア、

町ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により、次の事項の啓発活動を行う。 

(ｱ) 最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイ

レ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池

等）の準備 
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(ｲ) 飼い主による家庭動物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 

(ｳ) 警報等や、避難勧告等の意味や内容 

(ｴ) 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令

時にとるべき行動 

(ｵ) 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に関する一般的な知識 

(ｶ) 「自分の命は自分で守る」という「自助」の防災意識 

(ｷ) 地域、職場、家庭等のコミュニティーにおいて相互に協力し、助け合う「共助」の

防災意識 

(ｸ) 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）災害時にとるべき行動に関する知

識 

(ｹ) 正確な情報入手の方法 

(ｺ) 要配慮者に対する配慮 

(ｻ) 男女のニーズの違いに対する配慮 

(ｼ) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

(ｽ) 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩落危険箇所等に関する知識 

(ｾ) 各地域における緊急避難場所、避難所及び避難路に関する知識 

(ｿ) 避難生活に関する知識 

(ﾀ) 平素住民が実施しうる最低でも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 

(ﾁ) 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認

手段について 

(ﾂ) 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

イ 防災マップ、地区防災計画、災害時の行動マニュアル、ハザードマップ等を作成配布

し、徹底した情報提供を行う。 

(ｱ) 浸水想定区域については、次の事項を記載した洪水ハザードマップを作成し、住民

等へ配布する。また、ホームページ等での情報提供も行う。 

ａ 避難の確保を図るための必要な事項 

ｂ 要配慮者が利用する施設で特に必要な施設の名称及び所在地 

(ｲ) 土砂災害警戒区域については、次の事項を記載した防災マップを作成し、住民等へ

配布する。また、ホームページ等での情報提供も行う。 

ａ 土砂災害に関する情報の伝達方法 

ｂ 緊急避難場所、避難所に関する事項 

ｃ その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難に必要な事項 

(ｳ) 山地災害危険地区等の山地災害に関する情報提供を行う。 
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ウ 地区防災会議、自主防災組織等における、防災マップ、地区防災計画の作成に対する

協力について指導推進する。 

エ 上記の防災マップ、地区防災計画の配布に当たっては、それらが持っている意味、活

用方法について十分な理解が得られるよう啓発の機会を設定する。この際、被害想定区

域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知する。 

【地区防災会議、自主防災組織等】 

地区防災計画等は、地区防災会議、自主防災組織等が作成に参加することが、きめ細か

な防災情報を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な対応といっ

た点からも望ましく、地区防災会議、自主防災組織等においても、地区防災計画の作成に

協力するものとする。 

【住民等】 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するとともに、家庭防災

会議を定期的に開き、以下のような活動を通じて、防災意識を高めるものとする。 

(ｱ) 避難路、緊急避難場所及び避難所の確認 

(ｲ) 発災時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等）の確認 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｴ) 災害用の非常持ち出し袋の内容、保管場所の確認 

(ｵ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｶ) 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策 

(ｷ) 地域の防災マップの作成 

(ｸ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

【企業等】 

企業等においても、災害発生時に企業が果たす役割を踏まえたうえで、災害時の行動マ

ニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進するよう努めるもの

とする。 

 

２  防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及  

（１）現状及び課題 

危険物を使用する施設、病院及び老人保健施設等の要配慮者利用施設、旅館・ペンショ

ン等不特定多数の者が利用する施設の管理者の発災時の行動の適否は、非常に重要である。 

したがって、これらの防災上重要な施設の管理者に対する防災知識の普及を積極的に行

っていく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町の管理下にある防災上重要施設については、その管理者等に対して発災時における

行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に

対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 

イ 防災上重要な施設の管理者等は、発災時に適切な行動がとれるよう各種防災訓練、防

災に関する研修、講習会等に積極的に参加し、防災知識の習得に努めるとともに、その

管理する施設においても防災訓練を実施する。 
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３  学校等における防災教育の推進  

（１）現状及び課題 

学校等において児童生徒等が正しい防災知識を身につけることは、将来の災害に強い住

民を育成するうえで重要である。 

そのため、体系的な防災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保などを行ったう

えで、学校等における防災訓練をより実践的なものにするとともに、学級活動等をとおし

て、防災教育を推進する。 

（２）実施計画 

ア 学校等においては、大規模災害にも対処できるように、町及び防災機関等と連携した、

より実践的な防災訓練の実施に努める。 

イ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して以下の

事項について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び他の人や集団、地域の

安全に役立つことができる態度や能力を養う。 

(ｱ) 防災知識一般 

(ｲ) 避難の際の留意事項 

(ｳ) 登下校中、在宅中に災害が発生した場合の対処の方法 

(ｴ) 具体的な危険箇所 

(ｵ) 要配慮者に対する配慮 

ウ 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・防災意識の高

揚を図る。 

 

４  町職員に対する防災知識の普及  

（１）現状及び課題 

防災関係業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。そ

こで防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災知識の普及を図っていく。 

（２）実施計画 

町は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて、防災関係以外

の職員に対しても、次の事項について防災の知識の普及、防災意識の高揚を図る。 

ア 自然災害に関する一般的な知識 

イ 自然災害が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

ウ 職員等が果たすべき役割（災害対策本部の組織及び事務分掌の周知、夜間・休日等に

おける動員計画及び配備体制等の周知） 

エ 自然災害対策として現在講じられている対策に関する知識 

オ 今後自然災害対策として取組む必要のある課題 

なお、上記イ及びウについては、毎年度町所属職員に対し、十分に周知する。 

また、各課等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれ定められた事項につい

て職員の教育を行う。 
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５  大規模災害の教訓や災害文化の伝承  

（１）現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく必要がある。 

（２）実施計画 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災

害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析

結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取

組を支援する。 

【住 民】 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 
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第２９節 防災訓練計画 

第１  基本方針  

災害発生時に、被害を最小限にとどめるためには、災害発生時に適切な行動を行うことが

必要であるが、災害時における適切な行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで、災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、住民に対する計画の周知、防災知識の普及、防災

計画の検証、防災関係機関相互及び住民との協力体制の確立等の効果も期待できる。 

町及び防災関係機関は、災害発生時における行動の確認、関係機関及び住民、企業等との

協調体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第２  主な取組み  

１ 年１回以上防災訓練又は講演会や講習会を実施し、防災関係機関と連携した各種訓練を

実施する。 

２ 実践的な訓練にするために訓練内容について配慮し、訓練実施後には訓練成果を取りま

とめ、課題等を明らかにし、次回の訓練に反映させる。 

 

第３  計画の内容  

１  防災訓練の種別  

（１）現状及び課題 

現在、県において、市町村との共催による実働型の総合防災訓練と、図上訓練を中心と

した県地震総合防災訓練を実施している。 

また、町においても、依田窪南部消防署等の協力のもと総合防災訓練を実施しており、

各企業等においても適宜訓練を実施している。 

今後も、訓練内容をより実践的で充実したものとしていく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 総合防災訓練 

町は、防災関係機関、住民、企業、その他関係団体の協力を得て、下記により総合防

災訓練を実施する。 

(ｱ) 実施時期 

消防署等関係機関と調整し決定する。 

(ｲ) 実施場所 

消防署等関係機関と調整し決定する。 

(ｳ) 実施方法 

町、消防関係機関、訓練実施施設の職員及び収容者、地元住民が参加してイの(ｱ)

～(ｵ)及び(ｸ)に定める訓練を中心として、あらかじめ災害の想定を行い、予想される

事態に即応した応急活動を実施する。 
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イ その他の訓練 

下記の訓練については、総合防災訓練で実施する他にも、必要に応じて関係機関と連

携して別途実施するものとする。 

(ｱ) 水防訓練 

災害時における水防活動の円滑な遂行を図るため水防演習を行う。 

(ｲ) 消防訓練 

消防関係機関は、消防活動の円滑な遂行を図るため、火災警報伝達訓練、出動訓練、

火災防御訓練、救助・避難誘導訓練等を実施する。 

(ｳ) 災害救助訓練 

町及び災害救助実施機関は、救助、救護を円滑に遂行するため、災害の想定にした

がって、医療救護、人命救助、炊き出し等の訓練を行う。 

(ｴ) 通信訓練 

町及び防災関係機関は、災害時に円滑な関係機関間の通信が行えるようあらかじめ

作成された想定により情報伝達、感度交換訓練等を行う。 

(ｵ) 避難訓練 

町、訓練実施施設の職員及び収容者及び地元住民は、病院及び老人保健施設等の建

造物内の人命保護を目的として避難訓練を実施する。 

(ｶ) 非常参集訓練及び本部の設置運営訓練 

町は、災害時における職員の非常参集及び災害対策本部設置の迅速化及び円滑化の

ため、非常参集訓練及び本部の設置運営訓練を実施する。 

非常参集訓練については、実施期間をある程度特定したうえで抜き打ち的実施も検

討する。 

(ｷ) 情報収集及び伝達訓練 

町は、災害時における情報の収集及び伝達活動が迅速かつ的確に実施されるよう、

あらかじめ作成された想定により情報の収集及び伝達に関する訓練を実施する。 

(ｸ) 広域防災訓練 

町は、広域応援協定をより実効性のあるものとし、災害時応援協定の内容が的確に

実行でき、かつ協定締結市町村間等の連絡体制を確立するために、広域防災訓練を実

施する。 

(ｹ) 複合災害を想定した訓練 

町は、地域特性に応じた複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それ

らの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）

を想定した机上訓練等を行い、結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努める。 

【住 民】 

住民は、町が実施する訓練に積極的に参加するものとする。 
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【企業等】 

ア 企業等においても防災訓練を実施するとともに、各種の訓練に積極的に参加するよう

努めるものとする。 

イ 長和町地域防災計画に名称及び所在地を定められた浸水想定区域内の要配慮者利用

施設の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保及び浸水防止に関する計画に基づき、避

難誘導、浸水防止活動等の訓練を実施するものとする。 

 

２  実践的な訓練の実施と事後評価  

（１）現状及び課題 

訓練の実施に当たっては、より実践的な訓練となるよう訓練内容について工夫するとと

もに次回以降の訓練の参考とするために訓練実施後には訓練成果を取りまとめ、課題等を

明らかにし、次回の訓練に反映させる必要がある。 

（２）実施計画 

ア 実践的な訓練の実施 

(ｱ) 訓練の実施機関は、訓練の目的を具体的に設定したうえで、被害の想定を明らかに

するとともに、避難行動要支援者に対する配慮を訓練に取り入れるなど、あらかじめ

設定した訓練効果が得られるように訓練参加者、使用する器材等及び実施時間等の訓

練環境などについて具体的な設定を行い、参加者自身の判断が求められ、発災時にお

ける行動のシミュレーションとしての効果を持つ実践的なものとなるよう工夫する。

また、災害対策業務に習熟するための訓練に加え、課題を発見するための訓練の実施

にも努める。 

(ｲ) 学校等、地区防災会議、自主防災組織、民間企業、ボランティア団体及び地域住民

等とも連携した訓練となるよう努める。 

(ｳ) 避難行動要配慮者避難個別計画による防災訓練を実施し、地域の支え合う力を常に

発揮できるよう努める。 

イ 訓練の事後評価 

訓練の実施機関は、訓練の実施後には評価を行い、防災体制の課題を明らかにし、必

要に応じて改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努める。 
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第３０節 災害復旧・復興への備え 

第１  基本方針  

町は、災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努めるとともに、大量の災

害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の充実に努める。 

また、災害発生後、円滑で迅速な復興活動を行うため、町は、平常時から復興時の参考に

なるデータを保存及びバックアップ体制を整備する。 

なお、災害復旧用資材の供給体制及び罹災証明書の発行体制の整備を図ることも、円滑で

迅速な復興活動のためには重要である。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害廃棄物の発生への対応体制を整備する。 

２ 復興のためのデータを保存し、バックアップ体制を整備する。 

３ 災害復旧用資材の供給体制の整備を行う。 

４ 罹災証明書の発行体制の整備を行う。 

 

第３  計画の内容  

１  災害廃棄物の発生への対応  

（１）災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努める。 

（２）大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候補地の確認など広域処理体制の充実

に努める。 

（３）仮置き場の配置や災害廃棄物の処理方法等について具体的に示した災害廃棄物処理計画

を策定する。 

 

２  データの保存及びバックアップ  

（１）現状及び課題 

災害からの復興には、戸籍、住民情報（住民基本台帳）、地籍、建物、権利関係、施設、

地下埋設物等の情報及び測量図面等のデータが必要となる。 

これらのデータが、災害により消失しないように、また消失した場合もバックアップが

可能な体制の整備を行う必要がある。 

（２）実施計画 

町は、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとと

もに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 

また、町において保管している公図等の写しの被災の回避のための手段を講じる。 
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３  災害復旧用材の供給体制の整備  

災害発生後の復興のためには、木材を安定的に供給し、価格の安定を図る必要がある。 

 

４  罹災証明書の発行体制の整備  

災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家の被害認定調査の担当者の育成、

他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交

付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 
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第３１節 地区防災会議、自主防災組織の充実強化に関する計画 

第１  基本方針  

災害発生時に、被害の防止又は、軽減のために、住民の自主的な防災活動が自治体や防災

機関の活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応におけ

る役割は非常に重要である。 

地域における地区防災会議、自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や、初期消火、

要配慮者に対する対応における成果が期待される。 

また、地区防災会議、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待され

る等、その組織体制は、今日的な社会環境の中でも、その重要性を増していると言える。 

今後、より積極的に地区防災会議、自主防災組織の充実強化を図っていくものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 平常時、発災時の地区防災会議、自主防災組織の活動内容 

２ 自主防災組織の組織化を促進する。 

３ 地区防災会議、自主防災組織の活動環境を整備し、活動の場を確保する。 

４ リーダーに対する研修等、組織を活性化するための対策を講じる。 

５ 防災組織相互の応援体制確立のための指導を行う。 

 

第３  計画の内容  

１  地区防災会議、自主防災組織の活動内容  

（１）平常時の活動 

ア 災害に対する日頃の備えや、発災時の的確な行動等防災知識の普及 

イ 情報の収集及び伝達、防災資機材を利用した初期消火、避難、救出・救護等の防災訓

練の実施 

ウ 地域の安全点検に基づく防災マップ、地区防災計画の作成、配布 

エ 避難行動要支援者に関する情報の収集（プライバシーに関する配慮に留意） 

オ 防災資機材の備蓄及び整備・点検 

（２）発災時の活動 

ア 情報の収集及び伝達 

イ 出火防止、初期消火 

ウ 避難誘導活動 

エ 救出・救護の実施及び協力 

オ 炊き出し等の給食給水活動 
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２  活動環境の整備  

（１）現状及び課題 

地区防災会議、自主防災組織がより有効な活動をするためには、活動環境の整備の推進

を図っていくことが必要である。 

（２）実施計画 

町は、各種補助事業等を活用し、地区防災会議、自主防災組織の資機材の整備を進めて

いくとともに、地区防災会議、自主防災組織が活動する場所を確保するため、既存の施設

（老人福祉センター等）を活用し、防災活動の拠点としての整備を進める。 

 

３  組織の活性化  

（１）現況及び課題 

災害発生時に活発な行動ができる地区防災会議、自主防災組織にするためには、組織を

いかに活性化していくかが課題となる。組織の活性化を図るため、リーダーに対する教育、

研修を実施するとともに、青年層や女性の組織への参加など多様な主体が参画した組織づ

くりが求められている。 

（２）実施計画 

地区防災会議、自主防災組織のリーダーに対する教育、研修等を実施し、青年層、女性

など多様な主体の組織への参加を促進し、組織の活性化を図るとともに、地域住民に対し

て自主的な防災活動の普及拡大を図る。 

また、県が開催する研修等に参加し、自主防災組織等に対して育成強化を図ることがで

きる体制づくりを進める。 

 

４  各防災組織相互の協調  

（１）現状及び課題 

発災時連携のとれた活動を行えるよう、防災組織相互の連絡応援体制の確立を図る。 

また、地区防災会議、自主防災組織の活動実態を把握するとともに、地域コミュニティ

の防災体制についても充実する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 地区防災会議、自主防災組織間及び事業所等の防災組織、防犯組織等との連携を図る

ため協議会等を設置し、相互の応援体制を確立するよう指導するものとする。 

イ 地域の地区防災会議、自主防災組織の活動実態を把握し、地域の課題や防災活動の活

性化を図り、発災時に機能する組織づくりを推進する。 

ウ 地区防災会議、自主防災組織と消防団の連携等を通じて、地域コミュニティの防災体

制の充実を図る。 
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第３２節 企業防災に関する計画 

第１  基本方針  

災害時、企業には、従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生など多岐にわたる役割が求められる。 

各企業において、これらの重要性を十分に認識し、災害時に重要業務を継続できる体制の

整備や訓練、事業所の被害軽減方策の検討、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・

見直し等を実施するなどの防災活動の推進が必要となる。 

また、施設、設備の安全性を確保するため、定期的な点検、検査を実施し、保守、補強な

どの整備を計画的に推進するものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 施設・設備の点検を定期的に実施し、保守、補強を計画的に推進し安全性の向上を図る。 

２ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定するとともに、防災訓練を実施し企業及び地域の防災力の向上に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  現状及び課題  

大規模災害の発生時には、社屋や設備等の被災により企業活動が停止する可能性がある。

活動停止から復旧に至るまでは、ある程度日数を要することが予想され、企業の経済的損失

や地域経済に与える影響も大きくなる。また、火災、建築物の倒壊、薬液の漏洩などは周辺

地域に与える影響も大きく企業の社会的損失も大きい。企業は、企業活動が停止したり、二

次災害が発生することのないよう、あらかじめ各種災害に対処する企業の防災体制を充実す

る必要がある。 

また、火災や建物倒壊、洪水などによる被害の拡大防止を図るためには、地域住民等によ

る自主防災活動が重要であることから、企業においても地域の一員として地域住民とともに

積極的に防災活動に参加し、地域に貢献する姿が望まれる。 

 

２  実施計画  

（１）企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定などの取組みに資する情報提供等を進めるととも

に、企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援等

の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取組む。 

（２）職員の住民向け講座などの啓発活動や研修により、企業のトップから従業員に至るまで

の防災知識の向上、防災意識の高揚を図るとともに、企業の防災に係る取組みの積極的評

価等により企業の防災力向上の促進を図る。 
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（３）企業を地域コミュニティーの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼

びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

【企 業】 

ア 企業は、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、

地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続す

るための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める。 

イ 社屋内外の耐震化・安全化を推進し、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐

震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等重要なライ

フラインの供給不足への対応、取引先との供給網の確保等の事業継続上の取組みを通じ

て、防災活動の推進に努める。特に食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災

害応急対策等に係る業務に従事する企業は、町との協定の締結や、防災訓練の実施等の

防災施策の実施に協力するよう努める。 

ウ 組織力を生かした地域活動への参加、地区防災会議、自主防災組織等との協力など地

域社会の安全性向上への貢献に努める。 

エ 防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄等、従業員や顧客の安全確保対策、安否確

認対策に努める。 
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第３３節 ボランティア活動の環境整備 

第１  基本方針  

大規模な災害が発生した場合、きめ細かな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するために

は、町及び防災関係機関だけでは十分に対応できないことが予想される。このため、災害応

急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランティアの自発的支援を適切に受

け入れ、協働による効果的な救援活動を行う必要がある。 

また、ボランティアが、必要な時に、必要な所で、必要な活動が行えるよう、町は環境整

備を図っていく必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害救援ボランティアの事前登録を推進する。 

２ 防災ボランティア活動の環境整備を推進する。 

３ ボランティアグループ相互の連携を図るため、ボランティア連絡協議会の設置を図る。 

４ ボランティアコーディネーターの養成を推進する。 

 

第３  計画の内容  

１  ボランティアの事前登録  

（１）現状及び課題 

災害時において必要となるボランティア活動の内容は、炊き出し等の救援活動、情報の

収集伝達、医療救護活動、要配慮者の介護、物資・資材の輸送配分、障がい者・外国籍住

民への情報伝達のための通訳等多種多様である。 

こうした多様なボランティア活動が適時適切に行われるためには、あらかじめ災害時に

救援活動を行い得るボランティアの所在、活動内容等を把握しておくことが求められると

ころであり、事前登録制度の推進を図ることが必要である。 

（２）実施計画 

町社会福祉協議会が行うボランティアの事前登録の推進について、住民に対する啓発普

及を図る等その支援に努める。 

【社会福祉協議会】 

災害時における多様なボランティアニーズに対応できるよう、ボランティアの事前登録

の推進を図る。 

 

２  防災ボランティア活動の環境整備  

（１）現状及び課題 

災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る必

要がある。 
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（２）実施計画 

平常時からボランティア団体の活動支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランティ

アの自主性を尊重しつつ、ボランティア団体と協力して、発災時のボランティアとの連携

について検討する。 

 

３  ボランティア団体間の連携  

（１）現状及び課題 

現在、町内にはあゆみ会、日赤奉仕団等のボランティア団体が、それぞれの団体の設立

目的等に沿ってボランティア活動を行っている。 

災害時においては、広範なボランティア活動が必要になることから、今後災害救援等の

ボランティア活動についての認識の共有化や各組織の活動分野、能力等の事前把握を行い、

総合的、効果的な活動が行えるよう団体間の連絡の強化を図っていくことが必要である。 

（２）実施計画 

町は、ボランティア団体相互間の連携を深めるため連絡協議会の設置を推進するととも

に、災害時を想定した訓練や研修の実施に努める。 

 

４  ボランティアコーディネーターの養成  

（１）現状及び課題 

災害時におけるボランティアニーズは、広範かつ多量にわたることが予想される。これ

らのニーズを的確に満たすためには、ボランティアを適時適切に配置し、ボランティア活

動が全体として効果的に行われることが必要である。 

こうした調整機能を担うボランティアコーディネーターが、今後計画的に養成されるよ

う努めていかなければならない。 

（２）実施計画 

県、町、社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部等は、災害ボランティアコーディネ

ーター養成研修の実施や、全国社会福祉協議会が開催するより実践的で高度な養成研修へ

の参加促進を図るなど、協力して本県におけるボランティアコーディネーターの養成及び

資質向上に努める。 
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第３４節 災害対策基金等積立て及び運用計画 

第１  基本方針  

災害対策に要する経費に充てるため、財政調整基金の積立てを行い、的確な運用を図る。 

 

第２  主な取組み  

災害により生じた経費を補填する等のための基金の積立てを行う。 

 

第３  計画の内容  

１  基金の積立て  

（１）現状及び課題 

町は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）及び地方財政法（昭和 23年法律第 109号）

の規定により、資金積立金条例（昭和 56年条例第５号）を定めて財政調整基金を設置し、

その運用に当たっている。 

（２）実施計画 

災害時に備え、財政調整基金の維持、運営を図る。 

 

長和町財政調整基金 

名  称 目  的 使  途 

長和町財政 

調整基金 

町財政の健全な 

運営を図る 

次に掲げる経費の財源に充てる 

１ 経済事情の著しい変動により、財源が著しく不

足する場合において、当該不足額を埋めるための

経費 

２ 災害により生じた経費又は災害により生じた

減収を埋めるための経費 

３ 緊急に実施することが必要になった大規模な

土木その他の建設事業の経費その他必要やむを

得ない理由により生じた経費 

４ 長期にわたる財源の育成のためにする財産の

取得等のための経費 

５ 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の経費 
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第３５節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

第１  基本方針  

台風、集中豪雨等の風水害は、毎年のように県内に被害をもたらしており、時には大きな

被害が発生している。 

このことから町は、国、県が行う、観測施設の設置等に積極的に協力するとともに、防災

テレメータ等による町内のデータの累積及び分析に努める。 

 

第２  主な取組み  

町・県・各機関が協力し、風水害に対する情報収集整理を行う。 

 

第３  計画の内容  

町は、国及び県と協力して以下のことを行う。 

（１）地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントを実

施し、その結果を計画の中で明らかにする。 

（２）国等が行う観測施設の設置等に積極的に協力し、町内のデータの累積に努める。 
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第３６節 観光地の災害予防計画 

第１  基本方針  

観光地の災害対策については、地理状況に不案内な観光客が多数存在する状況にあるため、

地域住民による地区防災会議、自主防災組織での応援体制の整備を図る。 

また、近年増加している外国人旅行者について防災対策の一層の充実を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 町は、県、関係機関、観光施設の管理者と連携し、相互の連携により、災害時の観光客

の安全確保策を推進する。 

２ 外国人旅行者のために、緊急避難場所、避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化や

情報提供体制の整備など災害発生時の防災環境づくりに努める。 

 

第３  計画の内容  

１  観光地での観光客の安全確保  

（１）町は、観光地の自治組織、観光施設の管理者に働きかけ、地区防災会議、自主防災組織

を設置し、災害時の観光客への避難体制を整備する。 

（２）町は、それぞれの観光地に起こりうる災害を想定し、組織体制、連絡体制、防災設備、

通信設備の整備や避難訓練を行う。 

 

２  外国人旅行者の安全確保  

（１）町は、災害時に外国人旅行者へ緊急避難場所、避難所や避難経路を周知するため、避難

経路標識の簡明化、多言語化に努める。 

（２）町は、関係機関、関係団体等と連携し、外国人旅行者に対する情報提供体制の整備に努

める。 

（３）町は、観光地の観光案内所における災害時の外国人旅行者避難誘導体制を整備する。 
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第３７節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

第１  基本方針  

地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、町と連携して、自発的

に地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進し、ボ

トムアップ型で地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニティレ

ベルでの防災活動を内容とする「地区防災計画」を長和町地域防災計画に定める。 

 

第２  主な取組み  

住民等の提案により長和町地域防災計画に地区防災計画を定め、地域の防災力向上に努め

る。 

 

第３  計画の内容  

１  現状及び課題  

地区防災計画は、地区居住者等が共同して行う防災活動に関する計画であり、町が活動の

中心となる長和町地域防災計画とコミュニティが中心となる地区防災計画とが相まって地

域における防災力の向上を図るものである。 

なお、地区防災計画は、「自助」・「共助」の精神に基づく自発的な防災活動を促進し、各

地区の特性に応じて、ボトムアップ型で地域における防災力を高めることを目的としており、

地区居住者等がより主体的に、計画策定段階から積極的に参加することが求められる。 

 

２  実施計画  

長和町地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう町内の一定地区内の住民及び当該

地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、長和町地域防災

計画に地区防災計画を定める。 

また、地区居住者の参加の下、地域防災力の充実強化のための具体的な事業に関する計画

を定める。 

【住民及び事業者】 

地区内の住民及び事業者は、当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防

災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等自発的な防災活動に関す

る計画を作成し、これを地区防災計画の素案として長和町防災会議に提案するなど、町と

連携して防災活動を行うものとする。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害直前活動 

第１  基本方針  

風水害については、災害発生の危険性をある程度は予測することが可能であり、被害を軽

減するためには、気象警報・注意報等の住民に対する伝達、迅速な避難誘導等、災害の未然

防止活動等の災害発生直前の活動が極めて重要である。 

特に、避難行動要支援者が迅速に避難できる対策を行うことが必要である。 

 

第２  主な活動  

１ 気象警報・注意報等を迅速に住民に対して伝達する。 

２ 住民に対して適切な避難誘導を実施する。 

３ 災害を未然に防止するための活動を実施する。 

 

第３  活動の内容  

１  警報等の伝達活動  

（１）基本方針 

気象警報・注意報等を迅速かつ適切に伝達することは、災害発生直前に適切な行動をし、

人的、物的被害を回避するためにも重要である。 

関係機関は、「警報伝達系統図」により気象警報・注意報・水位情報・土砂災害警戒情

報等の伝達活動を行う。 

（２）実施計画 

ア 特別警報発表時の対応（下記内容以外はイと同じ） 

県、消防庁、東日本電信電話㈱から特別警報の発表又は解除の通知を受けた場合又は

自ら知った時は、直ちにその内容を住民、滞在者等に周知する措置をとる。 

なお周知に当たっては、災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の

協力を得つつ、防災行政無線、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメ

ディア等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。 

イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応 

(ｱ) 町は、各関係機関から通知を受けた気象警報・注意報等及び指示事項を速やかに周

知徹底する。また、放送等により気象状況を常に把握し、気象警報・注意報等の補填

に努める。 

(ｲ) 町において住民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けたときは、その

旨を速やかに関係機関に伝達する。 
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ウ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

県から土砂災害警戒情報発表・解除の通知を受けたときは、その情報を住民等へ伝達

し、速やかな避難行動へつなげるよう努める。 

【住 民】 

以下のような異常を発見した者は、直ちに町長又は警察官に通報するものとする。 

ア 気象関係 

強い突風、竜巻、強い降雹、激しい雷と大雨等の気象現象 

イ 水象関係 

河川の水位の異常な上昇 

 

２  住民の避難誘導対策  

（１）基本方針 

風水害により、住民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に応じて、

避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）を行うなど、適切な避

難誘導を実施し、災害の発生に備える。 

また、浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設

に対しては迅速かつ適切な避難誘導に努める。 

（２）実施計画 

ア 町は、風水害の発生のおそれがある場合には河川管理者、消防団等と連携を図りなが

ら気象情報等に十分注意し、浸水地域や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内等の

警戒活動を行い、危険がある場合又は危険が予想される場合は、住民に対して避難のた

めの避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）を行い、避難誘

導活動を実施する。特に、避難行動要支援者については避難準備・高齢者等避難開始の

伝達を行うなどの、避難支援計画に沿った避難支援を行う。当日及び前日までの降水量

等の気象状況等から、災害発生の危険性があると判断した場合は、時間帯や利用者数等

を総合的に判断し、要配慮者利用施設に対して連絡・通報を行う。また、必要に応じて、

地区防災会議、自主防災組織・住民等の協力を得て避難誘導活動を実施する。 

イ 避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、緊急避難場所への移動を原則

とするものの、避難時の周囲の状況等により、緊急避難場所への移動を行うことがかえ

って危険を伴う場合等やむを得ないと住民等自身が判断する場合は、近隣の緊急的な待

避場所への移動又は屋内での待避等を行うべきことについて、町は、住民等への周知徹

底に努める。 

ウ 町は、災害が発生するおそれのある場合には、必要に応じ指定避難所を開設し、住民

に対して周知徹底を図る。また、あらかじめ指定された施設以外の施設についても、必

要がある場合は管理者の同意を得て避難所とする。 

エ 住民に対する避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）の伝

達に当たっては、災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得

つつ、防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、音声告知端末、広報車、携帯端末の緊急速



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-119- 

報メール機能、ソーシャルメディア等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対

する迅速かつ的確な伝達に努める。 

オ 情報の伝達、誘導避難の実施に当たっては、高齢者、身体障がい者その他歩行が困難

な者等から優先的に行う等、避難行動要支援者に対して配慮するよう努める。 

カ 緊急避難場所、避難所及び避難路の所在、浸水区域、土砂災害危険箇所及び土砂災害

危険区域の所在等、避難に資する必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記

載した印刷物の配布、ホームページでの掲載など必要な措置をとる。 

キ 避難勧告、避難指示（緊急）を解除する場合には、十分に安全性の確認に努める。 

【住 民】 

避難の際には、出火防止措置をとったうえ、食料、日常品等の備蓄物資を携行する。ま

た、隣近所で声を掛け合い、逃げ遅れたものがいないかを確認する。 

【要配慮者利用施設の管理者】 

ア 要配慮者利用施設の管理者は、自らも気象情報の収集を行うなど、自主的な防災活動

に努めるものとする。 

イ 災害が発生するおそれのある場合は、町、地区防災会議、自主防災組織等と連携し、

避難誘導等を実施するものとする。 

 

３  災害の未然防止対策  

（１）基本方針 

各施設の管理者は、災害発生のおそれのある場合は、事前に適切な災害未然防止活動を

行い、被害の発生の防止に努める。 

（２）実施計画 

水防管理者（町長）は、水防計画に基づき、河川堤防等の巡視を行い、水防上危険であ

ると思われる箇所について応急対策として、水防活動を実施する。 

【道路管理者】 

道路管理者は、降水量等に応じて、パトロール、事前規制等の必要な措置を実施する。 

【住 民】 

災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者は、その旨を町長又は警察官に通

報しなければならない。 
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◆警報等の種類及び発表基準  

１  気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報  

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」を、

重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」を、重大な災害が起こるおそれが著しく

大きい場合には「特別警報」を、長野地方気象台が発表する。 

 

特別警報・警報・注意報の概要 

種 類 概 要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそ

れが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警報 
暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮等によって重大な災害の起こるおそれが

ある場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 
風雪、強風、大雨、大雪、高潮等によって災害が起るおそれがある場合に、

その旨を注意して行う予報 

 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

特別警報・警報・ 

注意報の種類 
概 要 

特 

別 

警 

報 
大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特

別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

暴風特別警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴う

ことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについても

警戒を呼びかける。 

警 

報 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそがあると予想されたときに

発表される。大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）

大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）として、特に

警戒すべき事項が明記される。 
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特別警報・警報・ 

注意報の種類 
概 要 

警 

報 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生す

るおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大

な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷決壊による重大な

災害があげられる。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想さ

れたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を

伴うことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについ

ても警戒を呼びかける。 

注 

意 

報 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそ

れがあると予想されたときに発表される。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

風雪注意報 
雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたと

きに発表される。 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

雷注意報 

落雷により災害発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。また、発達し雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょ

う」による災害についての注意喚起が付加されることもある。急

な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想

した場合に発表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。 
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特別警報・警報・ 

注意報の種類 
概 要 

注 

意 

報 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、通信線や送電、船体などへの被害が

起こるおそれのあるときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害

が起こるおそれのあるときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、洪水、浸水、土砂災害などの災害が発生す

るおれがあるときに発表される。 

霧注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。具体的には、早霜や晩霜により農作物へ被害が起こるおそ

れのあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発

生したり、冬季の水道管凍結破裂による著しい被害の起こるおそ

れがあるときに発表される。 

 

特別警報 発表基準 

種 類 基 準 

大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もし

くは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になる

と予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想

される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹

くと予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表に当たっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害

事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断する。 
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警報・注意報 発表基準（平成 29年現在） 

種 類 基 準 

警報 

大雨（浸水害） 表面雨量指数基準 ８ 

大雨（土砂災害） 土壌雨量指数基準 96 

洪水 

流域雨量指数基準 

依田川流域=19.3，五十鈴川流

域=4，大門川流域=13.9，追川

流域=6 

複合基準 － 

指定河川洪水予報による基準 － 

暴風 平均風速 17m/s 

暴風雪 平均風速 17m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 20cm 

波浪 有義浪高  

高潮 潮位  

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 ５ 

土壌雨量指数基準 76 

洪水 

流域雨量指数基準 

依田川流域=15.4，五十鈴川流

域=3.2，大門川流域=11.1，追

川流域=4.8 

複合基準 － 

指定河川洪水予報による基準 － 

強風 平均風速 13m/s 

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 10cm 

波浪 有義浪高  

高潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 
１.積雪地域の日平均気温が 10℃以上 

２.積雪地域の日平均気温が６℃以上で日降水量が 20mm以上 

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度 20％で実効湿度 55％ 

なだれ 

１.表層なだれ：積雪が 50cm以上あって、降雪の深さ 20cm以

上で風速 10m/s以上、又は積雪が 70cm以上あって、降雪の

深さ 30cm以上 

２.全層なだれ：積雪が 70cm以上あって、最高気温が平年より

５℃以上高い、又は日降水量が 15mm 以上 

低温 

夏期：平均気温が平年より４℃以上低く、かつ最低気温 15℃

以下(高冷地で 13℃以下)が２日以上続く場合 

冬期：最低気温-14℃以下(高冷地で-21℃以下) 

霜 早霜・晩霜期に最低気温 ２℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷・着雪が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100m 
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２  消防法に基づく警報等  

（１）火災気象通報 

消防法に基づき、気象状況が火災の予防上危険であるときに行う通報をいう。 

区   分 発    表    基    準 

火災気象通報 

気象の状況が次のいずれか１つの条件を満たしたときとする。 

１ 実効湿度が55％以下で、最小湿度が20％以下になる見込みのとき 

２ 実効湿度が60％以下、最小湿度が40％以下で、最大風速が７ｍ/ｓを超

える見込みのとき 

３ 平均風速10ｍ/ｓ以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき 

（降雨、降雪のときには通報しないことがある。） 

 

（２）火災警報 

消防法に基づき、一般に警戒を促すために発表する警報をいう。 

区   分 発    表    基    準 

火 災 警 報 前項（１）の発表基準に準ずる。 

 

３  その他の情報  

（１）土砂災害警戒情報 

長野県と長野地方気象台が共同で発表する情報で、大雨警報発表中に、大雨による土砂

災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自

主避難の参考となるよう市町村ごとに発表する情報をいう。 

区   分 発    表    基    準 

土 砂 災 害 

警 戒 情 報 

２時間先までの予測雨量から求めた60分積算雨量と土壌雨量指数の関数曲

線値が、土砂災害発生危険基準線を超えると予測した場合 

 

（２）記録的短時間大雨情報 

県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を、観測(地上の雨

量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、

府県気象情報の一種として発表する。 

区   分 発    表    基    準 

記録的短時間 

大 雨 情 報 
１時間雨量 100㎜ 
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（３）竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける気象情報をいう。 

区   分 発    表    基    準 

竜巻注意情報 

雷注意報が発表されている状況下において、竜巻等の激しい突風の発生す

る可能性が高まったときに発表する。この情報の有効時間は、発表から１

時間である。 

 

（４）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象情報の種類としては、台風に関する情報、大雨に関する情報、低気圧に関する情報

等がある。また、対象とする予報区により全般、地方、府県気象情報がある。 

区   分 発    表    基    準 

全般気象情報、

関東甲信地方気

象情報、 

長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上

の注意を解説する場合等に発表する。 

 

４  警報等の発表及び解除  

警報等を発表及び解除する機関は、次のとおりとする。 

なお、注意報及び警報はその種類にかかわらず、新たな注意報又は警報の発表が行われた

ときには、自動的に切り替えられるものとする。 

警報等の種類 発表機関名 対 象 区 域 

気象注意報 

気象警報 

洪水注意報 

洪水警報 

長野地方気象台 市町村ごと 

火災気象通報 長野地方気象台 県全域 

火災警報 町長 各市町村域 

土砂災害警戒情報 
長野地方気象台 

建設部砂防課    
市町村ごと 

記録的短時間大雨情報 長野地方気象台 県全域 

竜巻注意情報 長野地方気象台 県全域 

全般気象情報 

関東甲信地方気象情報 

長野県気象情報 

気象庁 

気象庁 

長野地方気象台 

全国 

関東甲信地方 

長野県 

共同 
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◆伝達系統図  

１  警報等  

警報等の系統図 
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伝達系統図 

 

２  水防警報等  

水防警報（知事が行うもの） 

 

地 域 振 興 局 

（総務管理課） 

地 域 振 興 局 

（総務管理課） 

関 係 地 域 振 興 局 
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水位情報の通知（知事が行うもの） 

 

 

 

関 係 地 域 振 興 局 



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-129- 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

第１  基本方針  

災害が発生した場合、各防災関係機関は直ちに災害時における被害状況調査体制をとり、

迅速・的確な被害状況の調査を行うものとする。この場合における調査責任機関、調査報告

様式及び連絡ルート等は次によるものとする。 

 

第２  活動の内容  

１  報告の種別  

（１）概況速報 

災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態（大

量の 119番通報等）が発生したときは直ちにその概況を報告する。 

（２）被害中間報告 

被害状況を収集し逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更があった場合はその

都度変更の報告をする。 

（３）被害確定報告 

同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 

 

２  被害状況等の調査と調査責任機関  

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係機関及び団体の協力を得て実施する。調査に

当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努める。 

町は、被害が甚大である等、町単独では被害調査の実施が困難なときは、次表に掲げる県

現地機関等に協力を求める。 

また、町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができないような災害が

発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害

の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努める。 

特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録

の有無にかかわらず、町の区域内で行方不明となった者について、県警察等関係機関の協力

に基づき正確な情報の収集に努める。 

 

調査事項 調査機関 協力機関 

概況速報 町（総務課） 県関係現地機関 

人的及び住家の被害 町（総務課） 上田地域振興局 

避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避

難勧告、避難指示（緊急）等避難状況 
町（総務課） 上田地域振興局 

社会福祉施設被害 施設経営者 上田保健福祉事務所 
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調査事項 調査機関 協力機関 

農・畜・養蚕・水産業被害 町（産業振興課） 

上田地域振興局 

上田農業改良普及センター 

佐久家畜保健衛生所 

上田食肉衛生検査所 

信州うえだ農協 

信州上小森林組合 

農地・農業用施設被害 
町（産業振興課・建

設水道課） 
上田地域振興局 

林業関係被害 

町（産業振興課） 

上田地域振興局 

東信森林管理署 

信州上小森林組合 

公共土木施設被害 

町（建設水道課） 

上田建設事務所 

地方整備局関係機関 

 

土砂災害等による被害 
町（建設水道課） 

上田建設事務所 
 

都市施設被害（公共下水道等） 町（建設水道課） 上田建設事務所 

水道施設被害 町（建設水道課） 上田地域振興局 

廃棄物処理施設被害 町（町民福祉課） 上田地域振興局 

感染症関係被害 
町（こども・健康推

進課） 
上田保健福祉事務所 

医療施設関係被害（国保診療施設除く） 施設管理者 上田保健福祉事務所 

商工関係被害 町（産業振興課） 
上田地域振興局 

長和町商工会 

観光施設被害 町（産業振興課） 上田地域振興局 

教育関係被害 町（教育委員会） 東信教育事務所 

町有財産被害 町（企画財政課）  

公益事業関係被害 
鉄道・通信・電力・

ガス等関係機関 
上田地域振興局 

警察調査被害 上田警察署 町（総務課） 

火災即報 町（総務課）  

危険物等の事故による被害 町（町民福祉課） 消防団 

水害等情報 水防関係機関  
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３  被害状況等報告内容の基準  

この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか次

表のとおりとする。 

 

項   目 認  定  基  準 

死 者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実なものとする。 

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとする。 

重 傷 者 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、医師の治療を受け又は受ける必要のあるものの

うち、「重傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷

者」とは１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住 家 
現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるかどうかを問わない。 

非 住 家 

住家以外の建物をいうものとする。 

なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。

ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には当該部分

は住家とする。 

住 家 全 壊 

（全焼、全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住

家全体が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だし

く、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的に

は、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延

床面積の70％以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が50％以上に達した程度のものとする。 

住 家 半 壊 

（半    焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程

度のもので、具体的には、住家の損壊部分がその住家の延床面積の

20％以上70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上

50％未満のものとする。 

一 部 損 壊 

全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程

度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも

のは除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 
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項   目 認  定  基  準 

り 災 世 帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持

できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共

同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また

同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うもの

とする。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

 

４  災害情報の収集・連絡系統  

（１）報告様式 

被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式は、資料 10のとおりとする。 

（２）連絡系統 

町機関等が収集した被害状況等の連絡系統は、本節末「災害情報連絡系統図」にしたが

って行うこととする。これらのうち、緊急を要する等の場合は、町は直接県関係課に報告

し、その後において上田地域振興局等の機関に報告する。 

（３）被害報告等 

町の実施事項は、次のとおりである。 

ア あらかじめ定められた情報収集連絡体制をとり、町が調査機関として定められている

事項については被害状況等を調査のうえ、定められた様式及び連絡系統により県現地機

関等に報告する。 

イ 町における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められる場合

は上田地域振興局長に応援を求める。 

ウ 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報連絡がとれない場合は、国（総務省

消防庁）に直接被害情報等の連絡を行う。この場合の対象となる災害は、次のとおりと

する。なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直ちに通常のルートに戻るものと

する。 

(ｱ) 県において災害対策本部を設置した災害 

(ｲ) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要があると認め

られる程度の災害 

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)に定める災害になるおそれのある災害 

 

５  通信手段の確保  

町及び各防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能の確認を行うとともに、

支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた施設の復旧がなさ

れるまでの間は、携帯電話、トランシーバー等の移動無線通信機器及びアマチュア無線等の

活用を図る。 
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（１）町内無線局 

消防無線設備         基地局 １基  移動局 19局 

長和町防災行政無線（同報系） 基地局 １基  移動局  ― 

（２）町内災害通信協力者 

長和町古町駐在所（警察無線） 

長和町長久保駐在所（警察無線） 

長和町和田駐在所（警察無線） 

（３）町内アマチュア無線 

災害時の情報収集をより充実したものにするため、町内のアマチュア無線免許保有者の

協力を得る体制の整備を図る。 

（４）携帯電話の利用 

個人の携帯電話所持者による情報の提供も、エリア内の通信施設に被災がなければ十分

活用できる通信手段であり、広く住民に周知し普及に努める。 

 

◆災害情報連絡系統図  

（１）概況速報（様式第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人的及び住家の被害状況報告（様式第２号） 

避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告、避難指示（緊急）等避難状況報告（様式

第２－１号） 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した

場合には、当該登録地の市町村（外国人のうち、旅行者など外国人登録の対象外の者は外

務省）又は県危機管理防災課（災害対策本部）にも連絡する。 

 

県 関 係 現 地 機 関 県 関 係 課 

県 危 機 管 理
防 災 課 

(災害対策本部室) 

上田地域振興局総務管理課 

消 防 庁 

関係機関 長和町総務課 

指定地方行政機関等 

内 閣 府 

県 危 機 管 理
防 災 課 
(災害対策本部室) 

 

上田地域振興局総務管理課 消 防 庁 

関係機関 

長和町総務課 

自 衛 隊 
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（３）社会福祉施設被害状況報告（様式第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）農業関係被害状況報告（様式第５号） 

ア 農・畜・養蚕・水産業被害状況報告 

 

 

 

 

 

イ 農地・農業用施設被害状況報告 

 

 

 

 

 

 

（５）林業関係被害状況報告（様式第６号） 

 

 

 

 

 

（６）土木関係被害状況報告 

ア 公共土木施設被害状況報告等（様式第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 
県危機管理
防 災 課 

(災害対策本部室) 

上田地域振興局 
総 務 管 理 課 

県 健 康 福 祉 
政 策 課 

長 和 町 
町 民 福 祉 課 

社 会 福 祉 施 設 
管 理 者 

上 田 保 健 福 祉 
事 務 所 福 祉 課 

県 健 康 福 祉 部 

県 県 民 文 化 部 
関 係 課 

長 和 町 
情 報 広 報 課 

農 林 水 産 省 

県危機管理
防 災 課 
(災害対策本部室) 

 

上田地域振興局総務管理課 長和町情報広報課 

長 和 町 
産 業 振 興 課 

上 田 地 域振 興 局農 政課 県農業政策課 

農 林 水 産 省 

県危機管理
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局 
総 務 管 理 課 

長和町情報広報課 

長 和 町 
建 設 水 道 課 

上田地域振興局 
農 地 整 備 課 

県農地整備課 県農業政策課 

農 林 水 産 省 

県危機管理
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局 
総 務 管 理 課 

長和町情報広報課 

長 和 町 
産 業 振 興 課 

上田地域振興局 
林 務 課 

県林務部関係課 県森林政策課 

国 土 交 通 省 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局総務管理課 長和町情報広報課 

長 和 町 
建 設 水 道 課 

上 田 建 設 事 務 所 県 河 川 課 

自 衛 隊 

関 係 機 関 
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イ 土砂災害等による被害報告 

 

 

 

 

 

 

 

（７）都市施設被害状況報告（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

（８）水道施設被害状況報告（様式第９号） 

 

 

 

 

 

 

（９）廃棄物処理施設被害状況報告（様式第10号） 

 

 

 

 

 

 

（10）感染症関係報告（様式第11号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 土 交 通 省 上田地域振興局総務管理課 長 和 町 総 務 課 

長 和 町 
建 設 水 道 課 

上 田 建 設 事 務 所 県 砂 防 課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

自 衛 隊 

関 係 機 関 

国土交通省 上田地域振興局総務管理課 長 和 町 総 務 課 

長 和 町 
建 設 水 道 課 

上田建設事務所 
県都市･まちづくり課 
県 生 活 排 水 課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

厚生労働省 上田地域振興局総務管理課 長 和 町 総 務 課 

長 和 町 
建 設 水 道 課 

上 田 地 域振 興 局環 境課 県水大気環境課 

自 衛 隊 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

環 境 省 長 和 町 総 務 課 

長 和 町 
町 民 福 祉 課 

自 衛 隊 上田地域振興局総務管理課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上 田 地 域 振 興 局 

環 境 課 

県資源循環推進課  

県 生 活 排 水 課 

厚 生 労 働 省 
上田地域振興局 
総 務 管 理 課 

長 和 町 総 務 課 

長 和 町 
こども・健康推進課 

県 保 健 ･ 

疾 病 対 策 課 

自 衛 隊 

上田保健福祉事務所 

健 康 づ く り 支 援 課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

県 健 康 福 祉 
政 策 課 
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（11）医療施設関係被害状況報告（様式第12号） 

 

 

 

 

 

 

 

（12）商工関係被害状況報告（様式第13号） 

 

 

 

 

 

 

（13）観光施設被害状況報告（様式第14号） 

 

 

 

 

 

 

 

（14）教育関係被害状況報告（様式第15号） 

ア 町施設 

 

 

 

 

 

 

 

イ 文化財 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 上田地域振興局総務管理課 

施 設 管 理 者 県医療推進課 
上田保健福祉事務所 
総 務 課 

長 和 町 総 務 課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

県 健 康 福 祉 
政 策 課 

厚生労働省 

経済産業省 

上田地域振興局総務管理課 

県産業政策課 
上 田 地 域 振 興 局 
商 工 観 光 課 
商 工 観 光 建 築 課 

長 和 町 
産 業 振 興 課 

長 和 町 総 務 課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局総務管理課 

県教育委員会関係課 東信教育事務所 長 和 町 
教 育 委 員 会 

長 和 町 
総 務 課 

文 部 科 学 省 

県教育総務課 
県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局 
総 務 管 理 課 

上田地域振興局 

商 工 観 光 課 

上田建設事務所 

建 設 課 

長 和 町 
産 業 振 興 課 

長 和 町 総 務 課 環 境 省 
国 土 交 通 省 

県山岳高原観光課 

観光情報センター 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

上田地域振興局総務管理課 

県 文 化 財 ・ 
生 涯 学 習 課 

東信教育事務所 長 和 町 
教 育 委 員 会 

長 和 町 
総 務 課 

文 化 庁 

県教育総務課 

所有者 

県危機管理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 
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（15）町有財産（様式第17号） 

 

 

    （注）：他の報告系統に含まれない施設についてのみあげること。 

 

（16）公益事業関係被害（様式第18号） 

 

 

 

 

    （注）：破線は地域振興局への連絡系統が確立されている公益事業機関からの報告の場合 

 

（17）火災即報（様式第19号） 

 

 

 

 

 

（18）火災等即報（危険物に係る事故） 

 

 

 

 

（19）警察調査被害状況報告（様式第20号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長和町企画財政課 上田地域振興局総務管理課 

県 危 機 管 理 
防 災 課 
(災害対策本部室) 

長 和 町 
総 務 課 

関係機関 
県危機管理防災課 

（災害対策本部室） 

上 田 地 域 振 興 局 
総 務 管 理 課 

長和町総務課 
県 消 防 課 

（災害対策本部室） 

消 防 庁 

上田地域振興局総務管理課 

長野市消防局 
県 消 防 課 

（災害対策本部室） 
消 防 庁 

警 備 業 協 会 

交 番 
駐 在 所 

長和町総務課 

上田警察署 

上田地域振興局総務管理課 

県警察本部 

管区警察局 自 衛 隊 

県 危 機 管 理
防 災 課 
(災害対策本部室) 
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（20）水防情報 

 雨量・水位の通報 

 

 

地 域 振 興 局 
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第３節 非常参集職員の活動 

第１  基本方針  

各機関は、町の地域に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、災害応急対策を

迅速かつ強力に推進するため、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

るところによって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全てを挙げて災害応

急対策活動に協力するものとする。 

 

第２  主な活動  

災害発生のおそれがあるとき又は災害が発生したときは、職員による迅速な配備活動を行

うとともに、災害の状況により災害対策本部の設置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  責  務  

町は、町の地域に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合においては、第一次的に

災害応急対策を実施する機関として、法令、県地域防災計画及び町地域防災計画の定めると

ころにより、他の市町村、県及び指定地方行政機関等並びに区域内の公共的団体及び住民等

の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

 

２  活動体制  

災害応急対策に対処するため、状況に応じて以下の活動体制をとる。 

 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

事前体制 ○総務課職員により情報収

集・伝達を行う（警戒体制

以降に継続するための事前

対策） 

○総務課長が必要と認めた

場合、課内職員により増員

を行う 

右の基準に該当したときか

ら、注意報等が解除された

とき、又は総務課長が配備

の必要がないと認めたとき

及び他の体制に移行したと

きまで 

（１）降雨時、梅雨期等に

長和町において大雨注

意報又は洪水注意報が

発表されたとき、もしく

は台風接近時に長和町

が強風域に入る可能性

があるときで、総務課長

が特に必要と認めると

き 

（２）依田川の水位が、水

防団待機水位に達する

おそれがあるとき 



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-140- 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

警戒体制 ○災害発生前の体制で、総

務課職員は各部局連絡網の

確認、情報収集等行う 

○災害関係課等の職員で

情報収集活動が円滑に行い

うる体制とする 

右の基準に該当したときか

ら、注意報等が解除された

とき、又は町長が配備の必

要がないと認めたとき及び

他の体制に移行したときま

で 

（１）降雨時、梅雨期等に

長和町において大雨警

報又は洪水警報が発表

されたとき、もしくは台

風接近時に長和町が強

風域に入る可能性があ

るときで、総務課長が特

に必要と認めるとき 

（２）依田川の水位が、避

難判断水位に達するお

それがあるとき 

非常体制 ○災害発生直前又は発生後

の体制で、各課長は警戒体

制を強化し、情報収集を行

い、応急体制の準備を整え

る 

○事態の推移に伴い速やか

に災害対策本部を設置し、

情報、水防、輸送、医療、

救護等の応急対策活動が円

滑に行いうる体制とする 

右の基準に該当したときか

ら、警報等が解除されたと

き、又は町長が配備の必要

がないと認めたとき及び他

の体制に移行したときまで 

（１）降雨時、台風接近時

等長和町において土砂

災害警戒情報及び、特別

警報が発表されたとき、

もしくはさらに甚大な

被害が発生するおそれ

があるときで、町長が特

に必要と認めるとき 

（２）依田川の水位が、は

ん濫危険水位に達する

おそれがあるとき 
緊急体制 ○災害発生後の体制で、災

害対策本部は非常体制を強

化し、広域的又は大規模災

害に対処する体制とする 

右の基準に該当したときか

ら、町長が配備の必要がな

いと認めたとき及び他の体

制に移行したときまで 

全体体制 ○町の組織及び機能の全て

を挙げて対処する体制と

し、災害対策本部は町の所

要人員は各所属職員全員と

する 

○災害の推移により、必要

な人員による体制を構築す

る 

右の基準に該当したときか

ら、町長が配備の必要がな

いと認めたとき又は他の体

制に移行したときまで 
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３  配備指令の伝達及び配備担当者の招集  

（１）伝達系統 

配備指令及び配備担当者の招集の伝達は次の方法で行う。 

ア 勤務時間内 

 

                     報   指 

                     告   示 

      気象情報    ファックス等          指示 

      災害関連情報 

             配備指示 

 

 

                                      配備指示 

 

 

 

イ 勤務時間外 

 

                         報   指 

                         告   示  配備指示 

     気象情報  ファックス等 

     災害関連情報                     報告 

                                    招集  報告 

                        

 

                                    招集  報告 

 

 

 

（２）伝達方法 

配備決定に基づく総務課長からの関係職員への配備指令の伝達は、原則として次の方法

によるものとする。 

ア 勤務時間内 

(ｱ) 本庁舎：庁内電話等により速やかに伝達する。 

(ｲ) 和田支所及び出先：本庁舎関係課から電話、携帯電話等により速やかに行う。 

イ 勤務時間外 

防災行政無線（同報系）、音声告知端末による町内一斉放送、電話等のうち、最も速や

かに行える方法により行う。 

総務課長 

町長 

関係課長 

係長等 

職 員 

総務課長 

町長 

関係課長 

係長等 

職 員 

当直者 

依田窪南部消防署 
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（３）配備担当者の決定 

関係課長は、あらかじめ配備担当者並びにその連絡方法を定めておくものとする。 

（４）自主参集 

職員は、日頃からテレビ、ラジオ等の災害関連情報に十分注意し、災害時はテレビやラ

ジオによる情報や周囲の状況から被害甚大と判断される場合、速やかに登庁するものとす

る。 

道路の寸断等により、登庁ができない場合は、その旨を連絡したうえで指示を受けるも

のとする。 

 

４  災害対策本部の設置  

（１）設置基準 

町長は、前記２「活動体制」における非常体制、緊急体制及び全体体制をとるべき状況

のときで必要があると認めるとき並びに町に震度５強以上の地震が発生したときは、災害

対策基本法第 23 条及び長和町災害対策本部条例に基づき町災害対策本部（以下「対策本

部」という。）を設置する。 

（２）体制の種別 

町長は、対策本部を設置したときは、前記２「活動体制」における非常体制、緊急体制

又は全体体制のうち必要と認める体制をとる。 

（３）本部の組織 

対策本部の組織等は、長和町災害対策本部条例に定めるところによる。（本節末「長和

町災害対策本部組織編成図」「長和町災害対策本部組織及び事務分掌」参照） 

（４）災害対策本部の設置及び廃止の通知 

町災害対策本部を設置し又は廃止した場合は、直ちにその旨を関係者に通知及び公表す

るとともに、対策本部の標識（「長和町災害対策本部」）を掲示する。 

 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 担当班 

上田地域振興局（総務管理課） 
電話 

防災無線 

情報広報班 

総 務 班 

報道機関 電話・口頭 情報広報班 

一般住民 
防災行政無線（同報系）、 

ＣＡＴＶ、音声告知端末、広報車 
情報広報班 

 

（５）活動要領 

ア 災害対策本部は原則として長和町役場本庁舎内に設置する。ただし、本庁舎が被災し、

災害対策本部として使用不可の場合は、次の順位で使用可能な施設に災害対策本部を設

置する。 
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・第１順位 和田支所 

・第２順位 長門老人福祉センター 

イ 各部長は、所属の職員の内から本部連絡員を指名し、本部室に派遣する。 

ウ 各部長は、情報の収集及び伝達の体制を強化するとともに、本部連絡員を通じ本部室

長に報告する。 

エ 本部室長は、各対策部からの情報をとりまとめ、随時本部長に報告する。 

オ 各部長は、所属の各班長を指揮し、所掌事務を遂行する。 

カ 本部長は、必要に応じ、本部員会議を招集する。 

キ 本部長は、必要に応じ、町災害対策本部が設置されている以外の施設へ本部員を数名

派遣し、情報の収集・伝達体制の強化に努め、必要に応じ、応急対策を遂行させる。 

ク 上記キにより派遣された本部員は、情報の収集・伝達体制の強化に努め、必要に応じ、

応急対策を遂行する。 

（６）本部員会議 

ア 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害情報、被害状況の

分析とそれに伴う対策活動の基本方針等、災害対策の基本的な事項について協議する。 

イ 本部員は、本部員会議の招集を必要とするときは、本部室長に申し出るものとする。 

（７）現地災害対策本部の設置 

ア 本部長は、現地の状況を把握し、応急対策の実施等に必要があると認めた場合は、災

害地に現地災害対策本部を置く。 

イ 現地本部は、本部の任務の内急を要する対策について現場での連絡、状況報告、要請

等に基づいて適切な処置を講ずるものとする。 

ウ 現地本部の職員配置については長和町災害対策本部条例によるものとする。 

（８）本部の廃止 

本部長は、町の地域において災害が拡大するおそれがなくなった場合で、次に掲げる状

況から災害応急対策がおおむね完了したと判断できるときは本部を廃止する。 

ア 災害救助法による応急救助が完了したとき 

イ 指定避難所の廃止、仮設住宅の整備の完了等、当面の日常生活の場が確保されたとき 

ウ 災害援護資金等、各種の公的資金制度等による被災者支援が講じられたとき 

エ 被害数値がおおむね確定したとき 

オ その他、災害応急対策から災害復旧対策に移行できると判断できるとき 

 

５  災害救助法が適用された場合の体制  

長和町に災害救助法が適用されたときは、町長は知事から救助の一部を委任されたものに

ついて、直ちに救助事務を行うものとし、必要に応じ知事と連絡をとる。 
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【別図】 

長和町災害対策本部組織編成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部員会議 

地 区 防 災：現 地 本 部 

消 防 団 

自 治 部 防災班 

（状況により災害現地に設置する。） 

建 設 部 

建設耕地班 

農林商工部 
農林班 

住 民 部 

保健防疫班 

総 務 部 
財政管財班 

本 部 室 
総務班 

本 部 長 

・町長 

副本部 長 

・副町長 

・教育長 

・消防署長 

・消防団長 
 

本 部 員 

・総務課長 

・企画財政課長 

・町民福祉課長 

・こども・健康推進課長 

・産業振興課長 

・建設水道課長 

・情報広報課長 

・会計課長 

・教育課長 

・議会事務局長 

・病院事務部長 

教 育 部 
社会教育班 

会計班 

まちづくり政策班 

情報広報班 

救助班 

商工観光班 

上下水道班 

別荘開発班 

学校教育班 

情報広報部 

保育班 
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部・室編成 

○は室・部長 

本部室 ○総務課長、会計課長、議会事務局長 

総務部 ○企画財政課長 

情報広報部 ○情報広報課長 

住民部 ○町民福祉課長、こども健康推進課長 

農林商工部 ○産業振興課長 

建設部 ○建設水道課長 

教育部 ○教育課長 

自治部 ○自治会長 

消防団 ○団長 

地区防災：現地本部 ○そのつど本部長が指名する 
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班 編 成 

○は班長 

本部室 

総務班 ○総務係長、税務係長、各支所長 

会計班 ○会計係長 

総務部 

まちづくり政策班 
○まちづくり政策係長、 

まち・ひと・しごと創生係長 

財政管財班 ○管財係長、財政係長 

情報広報部 情報広報班 ○情報広報係長 

住民部 

保健防疫班 ○生活環境係長、窓口係長 

救助班 

○福祉係長、健康づくり係長、 

高齢者支援係長、保険係長、 

子育て支援係長、 

福祉企業センター所長 

保育班 ○ながと保育園長、和田保育園長 

農林商工部 

農林班 
○農政係長、林務係長、 

特産品開発係長 

商工観光班 ○商工観光係長 

建設部 

建設耕地班 ○建設耕地係長 

上下水道班 ○上下水道係長 

別荘開発班 ○別荘係長 

教育部 

社会教育班 
○社会教育係長、 

人権男女共同参画係長、文化財係長 

学校教育班 ○学校教育係長 

自治部 防災班 ○区長 

 消防団 ○副団長 

 地区防災：現地本部 ○そのつど本部長が指名する 
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長和町災害対策本部組織及び事務分掌 

室・部 

【室長・部長】 

班 

【班長】 
分  掌  事  務 

本部室 

 

室長 

【総務課長】 

 

副室長 

会計課長 

総務班 

 

【総務係長】 

総務係 

税務係 

議会事務局 

各支所 

１ 本部の設置及び本部の設置の通知に関すること 

２ 本部の運営に関する連絡調整・渉外・庶務に関すること 

３ テレメータ情報、気象予報及び警報等の伝達に関すること 

４ 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）

の周知に関すること 

５ 現地本部の設置に関すること 

６ 配備体制、職員の動員に関すること 

７ 自衛隊の派遣要請に関すること 

８ 緊急輸送車両に関すること 

９ 人的・住家被害、避難状況等の災害情報の収集、各部の被

害状況のとりまとめ及び県、関係機関への報告に関すること 

10 関係機関、団体等に対する協力及び応援要請に関すること 

11 通信施設（防災行政無線）の応急対策に関すること 

12 応急仮設住宅の建設に関すること 

13 被災住宅に関すること 

14 り災者の誘導及び収容に関すること 

15 避難所の開設及び管理に関すること 

16 避難所・被災地等への食料及び生活必需品の供給に関する

こと 

17 遺体の捜索・安置等に関すること 

18 ボランティアに関すること 

19 受援に関すること 

20 災害義援金品、見舞金に関すること 

21 議会への連絡に関すること 

22 部内の調整に関すること 

会計班 

 

【会計係長】 

会計係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 災害情報に関する電話・窓口対応に関すること 

３ 応急対策経費の出納に関すること 

４ 災害経費の出納に関すること 

５ 災害弔慰金の支給に関すること 

６ 生活福祉資金等の貸付けに関すること 
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室・部 

【室長・部長】 

班 

【班長】 
分  掌  事  務 

総務部 

 

部長 

【企画財政課長】 

まちづくり政策班 

 

【まちづくり政策係長】 

まちづくり政策係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 災害情報に関する電話・窓口対応に関すること 

３ 災害情報の収集、分析及び災害広報に関すること 

４ 本部の発表に関すること 

５ 報道への資料提供に関すること 

６ 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 

７ 被災者台帳の作成に関すること 

８ 部内の調整に関すること 

財政管財班 

 

【管財係長】 

財政係 

管財係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 本部活動に必要な資機材及び緊急車両等の確保対策に関す

ること 

３ 本部の応急対策に係る物品の購入に関すること 

４ 公共施設、公営住宅に関する災害情報の収集及び被害状況

の報告に関すること 

５ 被災者の公営住宅優先入居に関すること 

６ 災害経費の予算措置に関すること 

７ 罹災証明書の発行に関すること 

情報広報部 

 

部長 

【情報広報課長】 

情報広報班 

 

【情報広報係長】 

情報広報係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 災害に係る広報に関すること 

３ 庁舎内情報システムの維持管理に関すること 

４ 放送施設（ＣＡＴＶ等）・通信施設（音声告知端末等）の応

急対策に関すること 

５ 被害状況調査に関すること 

住民部 

 

部長 

【町民福祉課長】 

 

副部長 

こども健康推進課長 

保健防疫班 

 

【生活環境係長】 

生活環境係 

窓口係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 

３ 災害情報に関する電話・窓口対応に関すること 

４ 遺体処理、埋・火葬の事務、身元確認等に関すること 

５ ごみ及び屎尿の処理に関すること 

６ 廃棄物に関すること 

７ 犬・猫等ペットに関すること 

８ 被害状況調査に関すること 

９ 部内の調整に関すること 
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室・部 

【室長・部長】 

班 

【班長】 
分  掌  事  務 

救助班 

 

【福祉係長】 

福祉係 

健康づくり係 

在宅支援係 

保険係 

福祉企業センター係 

子育て支援係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 要配慮者に関すること 

３ 負傷者の収容及び救護に関すること 

４ 医療、医薬品及び衛生材料に関すること 

５ 救助物資に関する各部との調整連絡に関すること 

６ 避難所の保健衛生に関すること 

７ 避難住民の健康相談・栄養指導に関すること 

８ 福祉避難所の開設及び管理に関すること 

９ 食品衛生に関すること 

10 防疫に関すること 

11 社会福祉施設に関すること 

12 被害状況調査に関すること 

保育班 

 

【ながと保育園長】 

ながと保育園 

和田保育園 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 保育園児の避難及び収容に関すること 

３ 保護者への引き渡しに関すること 

４ 被災した保育園児の心のケアに関すること 

５ 保育所内の応急対策に関すること 

６ 被害状況調査に関すること 

農林商工部 

 

部長 

【産業振興課長】 

農林班 

 

【農政係長】 

農政係 

林務係 

特産品開発係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 

３ 農作物の応急対策に関すること 

４ 畜産関係の応急対策に関すること 

５ 園芸特産関係の応急対策に関すること 

６ 主要食料の調達に関すること 

７ 林道の応急対策に関すること 

８ 林地、治山施設の応急対策に関すること 

９ 鳥獣に関すること 

10 被害状況調査に関すること 

11 部内の調整に関すること 

商工観光班 

 

【商工観光係長】 

商工観光係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 商工業者に係る応急対策に関すること 

３ 観光客に対する応急対策に関すること 

４ 被害状況調査に関すること 

５ 応急危険度判定に関すること 
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室・部 

【室長・部長】 

班 

【班長】 
分  掌  事  務 

建設部 

 

部長 

【建設水道課長】 

建設耕地班 

 

【建設係長】 

建設係 

耕地係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 

３ 道路、橋梁、河川、ため池の応急対策に関すること 

４ 災害応急資材、機械の調達、確保に関すること 

５ 道路の迂回路の設定に関すること 

６ 砂防及び地滑りの応急対策に関すること 

７ 農地、農業用施設等の応急対策に関すること 

８ 被害状況調査に関すること 

９ 部内の調整に関すること 

上下水道班 

 

【上下水道係長】 

上下水道係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 飲料水の供給に関すること 

３ 水道施設の応急対策に関すること 

４ 配水施設、湧水の保安及び衛生管理、供給に関すること 

５ 下水道施設の応急対策に関すること 

６ 被害状況調査に関すること 

別荘開発班 

 

【別荘係長】 

別荘係 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 観光開発地域に係る応急対策に関すること 

３ 被害状況調査に関すること 

４ 危険空き家対応に関すること 

教育部 

 

部長 

【教育課長】 

社会教育班 

 

【社会教育係長】 

社会教育係 

人権男女共同参画係 

文化財係 

教育課付 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関すること 

３ 生涯学習施設の応急対策に関すること 

４ 文化財の応急対策に関すること 

５ 同和教育施設の応急対策に関すること 

６ 被害状況調査に関すること 

７ 部内の連絡調整に関すること 

学校教育班 

 

【学校教育係長】 

学校教育係 

教育課付 

１ 本部長の命ずる応急対策に関すること 

２ 児童生徒等の避難及び収容に関すること 

３ 保護者への引き渡しに関すること 

４ 学校施設の応急対策に関すること 

５ 被災した児童生徒等の心のケアに関すること 

６ 学校再開の関係機関との調整に関すること 

７ 被災世帯の児童生徒等に係る教材、学用品の交付に関すること  

８ 被害状況調査に関すること 
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室・部 

【室長・部長】 

班 

【班長】 
分  掌  事  務 

自治部 

 

部長 

【自治会長】 

防災班 

 

【区ごとに設置し、

区長が班長となる】 

１ 要配慮者の避難誘導に関すること 

２ 被災者の救助・救護に関すること 

３ 災害情報の収集・周知に関すること 

４ 応急対策資材の調達に関すること 

５ 災害情報の周知に関すること 

消防団 

【団長】 

消防団長の指示による 

地区防災：現地本部 

【そのつど本部長が指名する】 

本部長の指示による 

（注） 各班が災害対策を実施する場合、他の班と関連する場合があるときは、それぞれ協議して実施す

るものとする。 
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第４節 広域相互応援活動 

第１  基本方針  

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、被災地方公共団体等単独では、十分

な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共

機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活

動を実施する。 

なお、町が被災した場合は、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に

遅れが生じないようにするとともに、応援要請に当たっては、受入体制に不備が生じないよ

う十分配慮する。 

また、大規模災害時において、町が被災を免れ又は軽微な被災であった場合においては、

被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請が

できない可能性があることから、相互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支

援の必要性を判断する。 

 

第２  主な活動  

１ 被害の規模及び状況に応じ、速やかに応援を要請する。 

２ 災害覚知時に速やかな応援体制を整える。 

３ 応援要請時の円滑な受入体制を確立する。 

４ 広域避難が行われる場合の体制を確立する。 

５ 応援活動に伴う経費を負担する。 

 

第３  活動の内容  

１  応援要請  

（１）基本方針 

町が被災した場合、被害状況等の情報収集を早急に行い、他の地方公共団体等に対して

応援要請を行う必要性の有無を速やかに判断するとともに、必要があると認めた場合は、

直ちに応援要請、先遣隊の受入等を行い、効果的な応急措置が実施できる体制の確立を図

る。 

（２）実施計画 

ア 消防に関する応援要請 

(ｱ) 県内市町村に対する応援要請 

町長は、大規模災害時等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等か

ら、自己のもつ消防力のみでは、これに対処できない、又は、緊急性、地理的条件、

被害状況等により、県内の他市町村等に応援を要請することがより効果的等必要があ
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ると認められる場合は、「長野県消防相互応援協定」に基づき、速やかに他の市町村

等の長に対し、応援を要請するものとし、その旨知事に連絡する。 

(ｲ) 他都道府県への応援要請 

町長は、前項の場合における相互応援協定に基づく県内の他市町村からの応援を受

けても十分に対処できないと認められるときは、次に掲げる消防組織法第 44 条の規

定による他都道府県からの消防の応援を知事に要請する。 

ａ 緊急消防援助隊 

ｂ 「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づくヘリコプター

の応援 

ｃ その他、他都道府県からの消防の応援 

イ 消防以外に関する応援要請 

(ｱ) 県内市町村に対する応援要請 

町長は、大規模災害時等の非常事態の場合において、災害の規模及び被害状況等か

ら、自己のもつ人員、物資、資機材等ではこれに対処できない、又は、緊急性、地理

的条件、被害状況等により、他市町村に応援を要請することがより効果的等必要があ

ると認められる場合は、事前に締結されている「長野県市町村災害時相互応援協定」

に基づき、速やかにブロックの代表市町村の長等に対して応援を要請し、その旨知事

に連絡する。 

この場合において、当該代表市町村（代表市町村が被災した場合は、あらかじめ決

められたブロック内の他の市町村）は被災市町村に先遣隊を派遣し、応援の必要性を

判断するものとする。 

なお、震度６強以上の地震が観測された市町村へは、自動的にブロックの代表市町

村が先遣隊を派遣するものとする。 

また、被災した市町村は、先遣隊に対し必要な情報を提供するものとする。 

ただし、ブロックを構成する市町村の大半が被災し、当該ブロック内から先遣隊の

派遣を行うことができない場合は、近隣のブロックから先遣隊を派遣し、応援の必要

性を判断するものとする。 

 

要請順位 要  請  方  法 要     請     先 

１ 上小ブロック代表市町村への要請 上田市 

２ 上小ブロック構成市町村への要請 東御市・青木村 

３ 
隣接するブロックの代表市町村への要

請 

佐久ブロック 佐久市 

諏訪ブロック 岡谷市 
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〈応援の要請事項〉 

○応援を求める理由及び災害の状況 

○応援を必要とする職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間等 

○応援を必要とする物資、資機材等の品名、数量、搬入場所等 

○その他必要な事項 

(ｲ) 県に対する応援要請等 

町長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事等に対し、前項

に掲げる事項を明らかにして、災害対策基本法第 68条の規定に基づき、応援を求め、

又は、応急措置の実施を要請する。 

(ｳ) 指定地方行政機関等に対する職員の派遣要請等 

町長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第

29条及び第 30条の規定により、職員の派遣の要請、又は、あっせんを求める。 

 

２  応援体制の整備  

（１）基本方針 

ア 相互応援協定等に基づく迅速な応援 

応援活動は、被災地方公共団体等が必要とする応急措置等を、迅速かつ的確に行うこ

とが重要になることから、町は、災害の発生を覚知したときは、事前に締結されている

相互応援協定等に基づき、速やかに情報収集を行うとともに、応援体制を整え、要請を

受けた場合は、早急に出動する必要がある。 

イ 要請を待たない自主的出動等 

通信の途絶等により要請がない場合でも、災害の規模等から緊急を要し、要請を待つ

いとまがないと認められるときは、要請を待たないで自主的に出動等をする必要がある。 

この場合、相互応援協定等により先遣隊を派遣し、情報収集等を行う。 

（２）実施計画 

ア 情報収集及び応援体制の確立 

町（以下「応援側」という。）は、風水害等の発生を覚知したときは、速やかに災害規

模等の情報収集を行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団体等（以下「要請側」

という。）から要請を受けた場合は、直ちに出動する。 

イ 指揮 

応援側は、要請側の指揮の下で、緊密な連携を図りながら応援活動を実施する。 

ウ 自給自足 

応援側は要請側の負担とならないよう、自給自足の応援体制及び応援期間が長期に及

ぶ場合も想定した職員等の交替について留意する。 
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エ 自主的活動 

通信の途絶等により要請がなく、かつ連絡ができない場合において、災害の規模等か

ら緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、事前に締結されている応

援協定等に基づき、自主的に応援活動を行う。 

 

３  受援体制の整備  

（１）基本方針 

他の地方公共団体等から応援を受ける場合において、応援側地方公共団体等と協力して、

円滑かつ効果的な応急措置を実施するためには、町の円滑な受入体制の整備が重要になる。 

（２）実施計画 

円滑な受入体制の整備のため、あらかじめ応急対応業務に必要な物資、人員等について、

本計画、避難所運営マニュアル、業務継続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協

定等、他からの応援により確保する方法を検討しておく。 

また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的事項の整備

をする。 

 

４  経費の負担  

（１）国から町に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並びに他都道府県、他市

町村から町に派遣を受けた職員の給与及び経費の負担方法は所定の方法による。（災害対

策基本法施行令第18条） 

（２）前項以外の応援に要した経費は、法令その他に特別の定めがある場合を除き、事前に締

結された相互応援協定に定められた方法によるものとする。 
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広域相互応援体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県外市町村 他都道府県 

警   察 

県 

（災害対策本部） 

被災市町村 

（災害対策本部） 

他都道府県 
他都道府県内 

消    防 

県内市町村 

（含消防） 

指 定 行 政 機 関 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 
自衛隊 

警察庁 
消 防 庁 

民間等 民間等 

公 安 

委員会 

要請等 

応援、応急措置、協力等 
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長野県市町村災害時相互応援協定連絡調整系統 

（常備消防分を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   要請に係る系統（応援協定）    要請に係る系統（協定外） 

 

例   応援に係る系統（応援協定）    応援に係る系統（協定外） 

長   和   町 

（被 災 市 町 村） 

構 成 市 町 村 

被 災 市 町 村 

所属ブロック 

代 表 市 町 村 

（ 上 田 市 ） 

上 田 地 域 部 

県     本     部 

先発隊の派遣 

応援計画 

の連絡 

要請 

調整 

長野県災害対策本部 

応援計画 

の連絡 

応援計画 

の連絡 

要請 

要請 

調整  連絡 

連絡 

連絡  調整 

応援計画の連絡 

先発隊の派遣 

応援措置（協定外） 

応 援 市 町 村 管 轄 地 方 部 

応援 

構 成 市 町 村 

応援 

要請 

要請（協定外） 

調整 

 

他 ブ ロ ッ ク 

代 表 市 町 村 
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第５節 ヘリコプターの運用計画 

第１  基本方針  

災害時には陸上の道路交通の寸断が予想されることから被災状況に関する情報収集、救助

活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対策については、

ヘリコプターを広域的かつ機動的に活用する。 

 

第２  主な活動  

町長は、災害等が発生し、応急対策等を行うため、ヘリコプターによる対応が必要と認め

られる場合は、知事に対し迅速に要請手続きを行う。 

 

第３  活動の内容  

１  活動内容に応じた各ヘリコプターの選定  

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、必要に応じ

て次のヘリコプターを選定、要請する。 

名称 機種 定員 
救助 

ホイスト 
消火装置 物資吊下 ヘリテレ 

消防防災ヘリコプター ベル412EP 15 ○ ○ ○  

県警ヘリコプター 

ユ ー ロ コ

プター 

AS36５N３ 

13 ○  ○ ○ 

ア グ ス タ

AW139 
17 ○  ○ ○ 

広域航空消防応援ヘリ

コプター 
各種 各種 ○ ○ ○ ○ 

自衛隊ヘリコプター 各種 各種 ○ ○ ○  

ドクターヘリ 各種 ６     

 

２  出動手続きの実施  

（１）基本方針 

各ヘリコプターの連絡系統に基づき、迅速な出動手続きを行う。 

（本節末「ヘリコプター要請手続要領」参照） 
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（２）実施計画 

ア ヘリコプターの要請に当たっては、次の事項について調査し、急を要する場合は口頭

で要請するものとする。（文書による手続きが必要な場合は、後刻速やかに行う。） 

(ｱ) 災害の状況と活動の具体的内容（物資の量、輸送人員、傷病の程度、距離等） 

(ｲ) 活動に必要な資機材等 

(ｳ) ヘリポート及び給油体制 

(ｴ) 要請者、現場責任者及び連絡方法 

(ｵ) 資機材の準備状況 

(ｶ) 気象状況 

(ｷ) ヘリコプターの誘導方法 

(ｸ) 他のヘリコプターの活動状況 

(ｹ) その他必要な事項 

イ 県と連携して適切なヘリポートを選定し、必要な人員の配置、散水、危険防止のため

の適切な措置を行う。 

ウ 傷病者の搬送の場合は、救急車及び収容先病院等について手配する。 

エ 連絡責任者はヘリポートで待機し、必要に応じ機長等との連絡に当たる。 

オ 自衛隊の派遣要請手続きについては本編本章第６節「自衛隊災害派遣活動」による。 

 

◆ヘリコプター要請手続要領  

１  消防防災ヘリコプター  

    災害時の救助、緊急物資の輸送、災害応急対策要員の搬送や、重度傷病者の救急搬送、林

野火災の空中消火等に、幅広く迅速に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＊連絡用無線 消防県内共通波 152.81ＭＨｚ 

        呼出名称  「しょうぼうながのけんあるぷす１」 

 

２  県警ヘリコプター  

災害応急対策を実施するに当たり、消防防災ヘリコプターが使用できない場合又は対応で

きない場合には、県警ヘリコプターの出動を要請する。 

 

 

（要請報告） 

地域振興局 

市町村・消防機関 

指定地方行政機関等 

災害対策関係部局 

消防防災航空隊 
危機管理部 

消防課 

（要請） （報告） 

（指示） 

（要請） 
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また、県公安委員会は、必要に応じて、警察庁又は他の都道府県警察に対し、援助の要求

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

３  広域航空消防応援ヘリコプター  

広域航空消防応援が必要な場合においては、「大規模特殊災害時における広域航空消防応

援実施要綱」に基づき応援要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （参考）「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」に

基づく応援ヘリコプター 

 

（１）大規模災害又は特殊災害が起きた場合に、原則として第１次的に応援出動する航空小隊

を第一次航空小隊とし、長野県に災害発生した場合の第一次航空小隊は以下のとおり。 

群馬県 東京消防庁 新潟県 山梨県 岐阜県 

埼玉県 富山県 静岡市 浜松市 名古屋市 

 

 

 

危機管理部 

（消防課・危機管理防災課） 

 

警察本部 

（警備第二課）→（地域課） 

県公安委員会 

 

援助の要求 

他の都道府県警察本部 

 

警察庁 

 

連絡 

援助の要求 

要請側消防長 

要請 
県知事 

（地事・危機管理部経由） 

市町村長 

 
消防庁長官 

 市町村長 

 

応援側消防長 

 

応援側都道府県知事 

通知 

連
絡 

連
絡 

指
示 

指
示 

報
告 

報
告 

通
知 

通
知 

通
知 

要
請 

要
請 

要
請 
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（２）第一次航空小隊のほか、大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合に速や

かに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準備航空小隊とし、長野県に災害発生した場合

の出動準備航空小隊は以下のとおり。 

栃木県 茨城県 京都府 千葉市 横浜市 川崎市 

福井県 静岡県 石川県 愛知県 三重県 大阪市 

 

 

４  自衛隊ヘリコプター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛隊連絡 

要請 

自衛隊第13普通科連隊 

（松本駐屯地指令） 

警察本部長 

（警備第二課） 

危機管理部長 

(危機管理防災課) 
関係部長 

地域振興局長 

報
告 

連絡 

報
告 

報
告 

要
請 

連絡 

市町村長 

交番・駐在所 

警察署長 

報
告 

現地機関の長 

通知 

知事への要請要求

ができない場合 

要
請

示 

連絡調整 連絡調整 

知事 

連絡班が県庁に 

派遣されている場合 

指定地方行政機関等 



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-162- 

５  ドクターヘリ  

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整のうえ、長野厚生連

佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      平素の手続き 

                      災害時の手続き 

                      災害時の手続き（急を要する場合） 

 

長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 

又は 

信州大学医学部付属病院 

知事 

要請 

健康福祉部 

（医療推進課） 

危機管理部 

（消防課） 

調整 

地域振興局長 

報告 

市町村長 

要請 

消防機関 

要請 

指定地方行政機関等 

要請 

要請 要請 
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第６節 自衛隊災害派遣活動 

第１  基本方針  

大規模な災害が発生したときには、町及び県だけの力では、救助に必要な人員、設備等を

確保することが困難な場合が予想される。 

このような場合には、人命又は財産の保護のため、自衛隊法第 83 条に基づく自衛隊の派

遣要請を行い、適切な救助活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 自衛隊への派遣要請の範囲及び要請手続きについて定める。 

２ 町、県等と派遣部隊の連絡調整について定め受入体制を整備する。 

３ 派遣部隊の活動の必要がなくなった場合の撤収方法について定める。 

４ 派遣に要した経費の負担について定める。 

 

第３  活動の内容  

１  派遣要請  

（１）基本方針 

災害時における被害の拡大を防ぎ、迅速な救助を行うために、町は、災害時の情報収集

を速やかに行い、必要があれば直ちに上田地域振興局長もしくは上田警察署長に対し自衛

隊の派遣要請を求め、事態の推移に応じ、必要がなくなった場合は、直ちにその旨を上田

地域振興局長もしくは上田警察署長に連絡する。 

（２）実施計画 

ア 派遣要請の範囲 

町長は、次の要請範囲内において、自衛隊の派遣を必要とする場合は、イにより要請

を求める。 

(ｱ) 被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

(ｲ) 避難の援助 

避難者の誘導、輸送等 

(ｳ) 遭難者等の捜索、救助 

死者、行方不明者、負傷者の捜索、救助（ただし、緊急を要し、かつ、他に適当な

手段がない場合、他の救援作業等に優先して実施する。） 

(ｴ) 水防活動 

堤防護岸等の決壊に対する土(ど)嚢(のう)の作成、積込み及び運搬 
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(ｵ) 消防活動 

利用可能な消防車、防火器具による消防機関への協力 

(ｶ) 道路又は水路等交通路上の障害物の排除 

施設の損壊又は障害物がある場合の啓開・除去等（ただし、放置すれば人命、財産

の保護に影響があると考えられる場合） 

(ｷ) 応急医療、防疫、病害虫防除等の支援 

大規模な感染症等の発生に伴う応急防疫等（薬剤等は、町が準備） 

(ｸ) 通信支援 

自衛隊の通信連絡に支障のない限度において支援 

(ｹ) 人員及び物資の緊急輸送 

緊急を要し、他に適当な手段がない場合、緊急患者、医師、その他救難活動に必要

な人員及び救援物資の緊急輸送（航空機による輸送は、特に緊急を要する場合に限

る。） 

(ｺ) 炊飯及び給水支援 

緊急を要し、他に適当な手段がない場合 

(ｻ) 救援物資の無償貸与又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭和 33年総理府

令第１号）による。 

(ｼ) 交通規制の支援 

自衛隊車両の交通が輻輳(ふくそう)する地点における自衛隊車両を対象とする。 

(ｽ) 危険物の保安及び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危険物の保安措置及び除去 

(ｾ) 予防派遣 

風水害等を未然に防止するため緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合 

イ 派遣要請手続・系統（後掲） 

(ｱ) 町長は、自衛隊の災害派遣を求めようとするときは、文書又は口頭をもって上田地

域振興局長もしくは上田警察署長を通じ知事に派遣要請を求める。 

(ｲ) 町長は、(ア)により口頭をもって要求をしたときは、事後において速やかに上田地

域振興局を通じ文書による要請処理をする。 

(ｳ) 町長は、通信の途絶等により(ア)の要求ができない場合には、その旨及び災害の状

況を第13普通科連隊長に通知する。また、この通知をしたときは、速やかに知事にそ

の旨を通知する。 

ウ 派遣要請に当たって明らかにすべき事項 

(ｱ) 災害の状況及び派遣を要請する理由 

(ｲ) 派遣を希望する期間、人員 

(ｳ) 派遣を希望する区域、作業箇所及び内容 
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(ｴ) 連絡場所、連絡責任者、宿泊施設の状況及びその他参考となるべき事項 

(ｵ) ヘリコプターの要請を必要とする場合にあっては、本町のヘリポート 

【自衛隊】 

ア 派遣要請の受理 

知事からの派遣要請は次により受理する。 

(ｱ) 平常の勤務時間中における場合 

第 13普通科連隊長「気付先第３科長」 

(ｲ) 平常の勤務時間外における場合 

第 13普通科連隊長「気付先松本駐屯地当直司令」 

イ 派遣要請受理後の措置 

(ｱ) 第13普通科連隊長は、派遣要請の内容及び自ら収集した情報に基づき、部隊の派遣

を判断し、実施する。 

(ｲ) 第13普通科連隊長は、災害派遣を命じた場合には、速やかに知事に対し、派遣部隊

の指揮官の官職、氏名及び必要な事項を通知する。 

ウ 知事の要請を待つことなく派遣する場合の措置 

(ｱ) 派遣を行う場合（例） 

ａ 災害に際し、航空機（必要に応じ地上部隊等）により、自衛隊又は他部隊のみな

らず、関係機関への情報提供を目的として情報収集を行う場合 

ｂ 災害に際し、通信の途絶等により、部隊等が県知事と連絡が不能である場合に、

町長又は警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通報を受け、直

ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

ｃ 災害に際し、通信の途絶により、県知事等と連絡が不能である場合に、部隊等に

よる収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置をとる必要があ

ると認めた場合 

ｄ 運航中の航空機に異常な事態が発生したことを自衛隊が察知した場合に、捜索又

は救助の措置をとる必要があると認められる場合 

ｅ 部隊等が防衛省の施設外において、人命に係る災害の発生を目撃又は当該災害が

近傍で発生しているとの報に接した場合等で人命救助の措置をとる必要があると認

められる場合 

ｆ その他特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがない場合 

(ｲ) 知事への連絡等 

(ｱ)の場合においても、できる限り知事に連絡し、密接な連絡調整のもとに救援活

動を実施する。 

また、(ｱ)による派遣後に知事から要請があった場合は、その時点から当該要請に

基づく救援活動を実施する。 
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派遣要請の手続系統（通知・連絡先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  派遣部隊の活動  

派遣部隊の円滑な活動を確保するため、県では自衛隊の長と密接な連絡調整が行われるよ

う次により区分している。 

区          分 統括連絡調整者 現地連絡調整者 

災害対策本部が設置されていない場合 危機管理部長 地域振興局長等 

災害対策本部が設置されている場合 災害対策本部長 地 方 部 長 

現地本部が設置されている場合 災害対策本部長 現 地 本 部 長 

 

 

     勤 務 時 間 中         勤 務 時 間 外      

気付先 第３科長           気付先 松本駐屯地当直司令 

ＴＥＬ ＮＴＴ 0263-26-2766（235）  ＴＥＬ ＮＴＴ 0263-26-2766（302） 

    防災行政無線 8-535-79        防災行政無線 8-535-78 

    （県庁、合庁の場合）         （県庁、合庁の場合） 

ＦＡＸ ＮＴＴ 0263-26-2766（259）  ＦＡＸ ＮＴＴ 0263-26-2766（259） 

    防災行政無線 8-535-76        防災行政無線 8-535-76 

通知 

（知事への要請要求ができない場合） 

第 12 旅 団 長 東部方面総監 

（松本駐屯地司令） 
第13普通科連隊 

◎通知のあて先・連絡先 

 あて先：陸上自衛隊第13普通科連隊長 

     松本市高宮西1-1 

◎連絡先 

上 田 警 察 署 長 

危 機 管 理 部 長 

（危 機 管 理 防 災 課） 

自衛隊 

連絡班 

警 察 本 部 長 

（警備第二課） 

長 和 町 長 

指定地方行政機関等 

上 田 地 域 振 興 局 長 

知 事 

関 係 部 長 

現地機関の長 
連絡 

報告（文書又は口頭） 

調整 

派遣要請 

報告 

（文書又は口頭） 

派遣要請 

派
遣
要
請 

派
遣
要
請 

連 
絡 

調 

整 報告（文書又は口頭） 
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（１）町が部隊の活動等について行う要請は、すべて現地連絡調整者を通じて行う。 

（２）町長は、連絡、交渉の窓口を一本化し、常に現地連絡調整者と連携する。 

（３）町は、部隊の宿舎、部隊の活動に要する資機材等について現地連絡調整者から要請があ

ったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに協力する。 

【自衛隊】 

ア 第13普通科連隊長は、迅速な災害派遣及び県その他関係機関との連絡調整を図るため、

連絡班を本庁もしくは地域振興局に、偵察班を現地にそれぞれ派遣する。 

イ 第13普通科連隊長は、災害に際し、被害がまさに発生しようとしており、事情真にや

むを得ないと認めた場合は、知事の要請を受け、連絡班等及び部隊を派遣する（予防派

遣）。 

ウ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合は、町長等、警察官がその場にいない場合に限り、次の措置をとることがで

きる。 

(ｱ) 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入制限・禁止及び退去命令 

(ｲ) 他人の土地等の一時使用等 

(ｳ) 現場の被災工作物等の除去等 

(ｴ) 住民等を応急措置の業務に従事させること。 

 

３  派遣部隊の撤収  

（１）町長は、部隊の活動の必要がなくなったと認めたときは、現地連絡調整者に報告する。 

（２）撤収要請書は、次に掲げる事項を明示する。 

ア 撤収日時 

イ 撤収要請の理由 

ウ 撤収後の措置 

エ その他必要事項 

【自衛隊】 

ア 第13普通科連隊長は、知事から撤収の要請を受けた場合、又は災害派遣の必要がなく

なったと認める場合は部隊を撤収する。ただし、災害が大規模である場合については、

知事からの撤収要請があった場合を除き、命により撤収する。 

イ 部隊を撤収する場合にあっては、町長、警察、消防機関、その他公共機関と綿密に調

整するとともに、知事にその旨通知する。 

 

４  経費の負担  

自衛隊の救援活動に要した経費は、自衛隊の負担すべきものを除き、原則として町が負担

し、その内容は、おおむね次のとおりとする。 

 



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-168- 

（１）派遣部隊が、救援活動を実施するために必要とした資機材（自衛隊の装備に係るものを

除く。） 

（２）派遣部隊の宿営に要した土地、建物の使用料及び借上料 

（３）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴等の費用 

（４）派遣部隊の救援活動の実施に際して生じた（自衛隊の装備に係るものを除く。）損害の

補償 

（５）その他救援活動の実施に要した経費で、負担区分に疑義のある場合は、県に調整を依頼

して決定する。 
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第７節 救助・救急・医療活動 

第１  基本方針  

大規模災害時における救急活動については、多数の負傷者を迅速に処置することが求めら

れるため、速やかな救護班の派遣、円滑で効率的な救護活動の実施、医薬品、医療用資機材

の供給体制確保、他の地方公共団体との相互支援体制の整備等について、関係機関と連携を

密にし、一貫性のある的確な対応を行う。 

また、道路交通確保が困難となることが予想されるため、救護所や後方医療機関等への搬

送方法について、広域的な対応を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 町、県、県警察本部、消防機関及び医療機関等が相互の連携により、救助活動、救急処

置を要する傷病者の搬送、医薬品、医療用資機材の提供、国や他の地方公共団体等への応

援要請等の大規模災害に対応した救助、救急活動を行う。 

２ 関係機関により編成された救護班により初期救護医療を行うとともに、速やかに傷病者

の後方医療機関への受入れ、ヘリコプター等による緊急輸送等広域救護体制を確保する。 

 

第３  活動の内容  

１  救助・救急活動  

（１）基本方針 

町、消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相互の

連携を密にしながら、円滑で効果的な救助・救急活動を行う。 

また、大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたるこ

とが予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域緊急輸送活動を迅速か

つ効果的に行う。 

（２）実施計画 

ア 町消防計画における救助・救急計画等に基づき、依田窪南部消防署、上田警察署、依

田窪病院及び上小管内の医療関係機関（「災害時医療救護及び医薬品等の供給協定」に

よる。）等と連携して、的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況の早

急な把握に努める。 

イ 必要に応じて他の地方公共団体等との相互応援協定に基づく応援要請等を本編本章

第４節「広域相互応援活動」及び第６節「自衛隊災害派遣活動」により行い、住民の安

全確保を図る。 

ウ 町及び依田窪南部消防署は、上田警察署及び道路管理者等との連携及び出動隊の報告

等により、道路状況の早急な把握に努め、現場への出動及び医療機関等への搬送に当た

り、効果的な対応をする。 
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エ 町及び依田窪南部消防署は、救助活動に当たり、上田警察署等と活動区域及び人員配

置の調整等密接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効果的な救助を行う。 

オ 町及び依田窪南部消防署は、救急活動に当たり、上田警察署、救護班等と密接な連携

により医療機関、救護所に迅速かつ的確に傷病者を搬送する。 

カ ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本編本章第５節「ヘリコプターの運用

計画」により要請する。 

【住民及び地区防災会議、自主防災組織】 

自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関、救護班等に協力するもの

とする。 

特に道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前における初期救

助・救急活動は、人命救助のうえから重要となるので、二次災害発生防止に努め行うもの

とする。 

 

２  医療活動  

（１）基本方針 

災害時においては、従来の救急医療体制が十分に機能しないことが考えられるため、関

係機関により編成された救護班による初期段階の医療体制を充実させることが重要であ

る。 

また、主に重症患者に係る後方医療機関について、災害拠点病院を中心として関係機関

との連携による受入体制の確保を図る。 

さらに、町の枠を越えた相互支援体制による医療活動を行う。 

（２）実施計画 

ア 長和町地域防災計画において、関係機関と協議のうえ、災害時における医療救護体制

について定める。 

イ 災害の状況等に応じて、依田窪病院及び依田窪病院附属和田診療所に医療、救護活動

の実施及び医療用資機材、医薬品等の提供を要請する。 

ウ 町内の適当な場所に救護所を確保し、医薬品、医療用資機材等の供給体制、比較的軽

症の被災者の避難所への輸送体制を整備する。 

エ 災害の状況により、医師、看護師、保健師、町及び病院職員等関係者で編成した医療

班を救護所等へ派遣し、別に掲げる医療活動等を行う。また、必要に応じて県、隣接市

町村、小県郡医師会等に協力を要請する。 

オ 医療機関における収容可能人員、診療機能の稼働状況等の情報を広域災害・救急医療

情報システム等により迅速に把握し、後方医療機関の確保を行い、上田警察署に誘導を

要請する等、傷病者の搬送体制を整備する。また、災害の規模により必要がある場合は、

隣接市町村、県に対し傷病者の受入れについて要請する。 

カ 必要に応じて、重症傷病者の災害拠点病院への輸送体制を確保するとともに、災害拠

点病院、救急救命センター等への緊急輸送について県に要請する。 

キ 医薬品、医療用資機材等の必要量及び薬局等の備蓄量を迅速に把握し、必要に応じて、

県又は上田薬剤師会等関係機関に対し、供給の要請を行う。 
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【依田窪病院・依田窪病院附属和田診療所】 

ア 町から、医療、救護活動の実施及び医療用資機材、医薬品等の提供の要請があった場

合は、災害の状況等に応じて対応する。 

イ 災害の状況により、医師、看護師、保健師、町及び病院職員等関係者で編成した医療

班を救護所等へ派遣し、別に掲げる医療活動等を行う。 

【住 民】 

発災直後の応急処置により傷病者の救命率が飛躍的に高まることから、初期救助・救急

活動について日頃から認識を深めるとともに、発災時は近隣住民と協力して救急活動を行

うよう心がけるものとする。 

○救護班等の業務内容 

・負傷の程度の判定 

・救急処置の実施 

・遺体の検案 

・負傷者の搬送順位及び搬送先の決定 

・救急活動の記録 

・その他必要な事項 
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第８節 消防・水防活動 

第１  基本方針  

大規模災害発生時においては、初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活動等の消防

活動並びに水防活動を、関係機関及び地区防災会議、自主防災組織等と連携して、迅速かつ

効果的に実施する。 

また、自らの消防力又は水防力のみでは、十分な応急措置が実施できない、又は実施する

ことが困難と認められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に

応援を要請し、応急措置に万全を期する。 

 

第２  主な活動  

１ 火災による被害の拡大を防止するための初期消火、延焼拡大防止活動及び救助・救急活

動等の消防活動を行う。 

２ 洪水等による水害を防止するため、監視、警戒及び水防作業等の水防活動を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  消防活動  

（１）基本方針 

大規模災害発生時においては、火災による被害の拡大防止を図る必要があり、まず住民

等による火災発生防止対策及び火災発生時の初期消火活動が重要になる。 

また、当該火災が発生した場合、消防機関は、関係機関、地区防災会議、自主防災組織

等と連携し、自らの消防力及び必要に応じて他の地方公共団体に応援を要請し、延焼拡大

防止及び救助・救急等の消防活動を行う。 

（２）実施計画 

ア 消火活動関係 

(ｱ) 出火防止及び初期消火 

住民及び事業者等に対し、出火防止及び初期消火の徹底についての広報を行う。 

(ｲ) 情報収集及び効率的な部隊配置 

管轄区域内の火災発生状況、消火栓・防火水槽等の被害状況及び県警察・道路管理

者との連携、出動隊の報告等による道路状況等の情報収集を速やかに実施し、重点的、

効果的な部隊配置を行う。 

特に、大規模な火災発生時においては、あらかじめ定めた火災防ぎょ計画等により、

重要防ぎょ地域等の優先等、消防力の効率的運用を図る。 

また、関係機関及び地区防災会議、自主防災組織等と連携して、迅速かつ的確な消

火活動を行う。 
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(ｳ) 応援要請等 

ａ 町長は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、消火活動に関して自

らの消防力のみでは対処できない、又は対処できないことが予測される等緊急の必

要があると認めるときは、他の地方公共団体等に対する応援要請等を本編本章第４

節「広域相互応援活動」及び第６節「自衛隊災害派遣活動」により行う。 

ｂ 町長は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本編本章第５節「ヘリコ

プターの運用計画」により要請する。 

イ 救助・救急活動 

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわたることが

予想されることから、住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力及び上田警察署、依

田窪病院等関係機関との連携を図るとともに、必要に応じて、相互応援協定に基づく応

援要請を行い、迅速かつ的確な救助・救急活動を行う。 

なお、本項については、本編本章第７節「救助・救急・医療活動」に定める。 

【住民、事業所及び地区防災会議、自主防災組織等】 

ア 出火防止、初期消火活動等 

住民等は、災害発生時には、使用中のコンロ、ストーブ、その他火災発生の原因とな

る火気器具等の取扱いに十分留意し、火災の発生を防止するとともに、火災が発生した

場合は、積極的な初期消火活動の実施及び消防機関への協力に努めるものとする。 

また、地区防災会議、自主防災組織等においても初期消火活動を実施するとともに、

消防機関に協力して延焼拡大の防止に努めるものとする。 

なお、住民等は、避難の際、ブレーカーの遮断を行い、避難後における電気器具から

の出火防止を図るものとする。 

イ 救助・救急活動 

住民等は、自発的に負傷者の救助・救急活動を行うとともに、消防機関に協力するも

のとする。 

特に、道路交通網の寸断が予想されることから、消防機関等の現場到着前の初期にお

ける救助・救急活動は、人命救助のうえから重要となるので、積極的に行うよう努める

ものとする。 

 

２  水防活動  

（１）基本方針 

洪水により水害が発生し、又は発生が予想される場合、これを警戒し、防御し、また、

これによる被害を軽減するため、水防体制を確立して、諸情勢の的確なる判断の下に円滑

な水防活動を実施する。 

（２）実施計画 

ア 監視・警戒活動 

水防管理者（町長）は、その管轄する水防区域の監視・警戒を厳にし、状況の把握に

努める。 
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イ 通報・連絡 

水防管理者（町長）は、監視・警戒活動によって異常箇所を発見したときは、直ちに

施設の管理者等へ通報するとともに、水防活動に必要な人員及び資器材を確保する。 

ウ 水防活動の実施 

水防管理者（町長）は、決壊箇所又は危険な状態になった箇所に対し、できる限りは

ん濫等による被害が拡大しないように、その応急措置として現場の状況、工作物の構造

及び使用材料等を考慮して、迅速かつ適切な水防活動を実施する。 

また、重機による水防活動が必要な場合においては、必要に応じて、民間業者等の協

力を得て実施する。 

エ 応援による水防活動の実施 

(ｱ) 町長（水防管理者）は、速やかな被害状況等の把握を行い、当該状況から、水防活

動に関して自らの水防力のみでは対処できない、又は対処できないことが予測される

等緊急の必要があると認めるときは、他の地方公共団体等に対する応援要請を本編本

章第４節「広域相互応援活動」及び第６節「自衛隊災害派遣活動」により行う。 

(ｲ) 町長（水防管理者）は、ヘリコプターの支援を求めようとするときは、本編本章第

５節「ヘリコプターの運用計画」により要請する。 
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第９節 要配慮者に対する応急活動 

第１  基本方針  

災害が発生した際、要配慮者とりわけ避難行動要支援者は、自力での避難等が困難であり、

被災する可能性が高いことから、町、県及び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域

住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者とりわけ避難行動要支援

者の態様に十分配慮した応急活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 要配慮者について、地域住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力の下、被災状況の

把握、避難誘導、要配慮者に配慮した避難施設での生活環境の整備及び応急仮設住宅への

収容等を行う。また、要配慮者が利用する医療機関、社会福祉施設等の施設機能の早期回

復を図る。 

２ 介護用品、育児用品等要配慮者の生活の維持に必要な物資を調達・確保し、ニーズに応

じて供給・分配を行う。 

３ 要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な対策を講ずるため、避難施設等に相談

窓口を設置するとともに、必要な人員の確保に努める。 

４ 災害発生時において、応援をする場合及び応援を受ける場合に、円滑かつ効果的な対応

がとれる体制を確立する。 

 

第３  活動の内容  

１  避難収容活動  

（１）基本方針 

町、県及び関係機関は相互に連携し、迅速かつ適切に要配慮者の応急対策を講ずる。 

（２）実施計画 

ア 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）をはじめとする災害情報

の周知 

要配慮者の態様に応じ、防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、音声告知端末、電子メー

ル等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び

被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時行う。 

イ 避難行動要支援者の状況把握及び避難誘導 

災害が発生した際は、避難支援等関係者や地域住民と連携し、避難行動要支援者に関

する避難支援計画等に基づき、安否及び保健福祉サービスの可否等について速やかに確

認するとともに、関係者に予め提供した名簿に掲載した避難行動要支援者の救助・避難

支援を行う。 
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発災時には、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿

を効果的に利用し、避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認が行われるよ

うに努める。 

なお、避難誘導する際には、避難行動要支援者の態様に応じて、介助員等の付き添い

や車両・車椅子等を活用する。 

また、避難行動要支援者以外の要配慮者及び社会福祉施設や医療機関等の利用者に関

しても安否確認を行うとともに、被災者の救助・避難支援を行う。 

ウ 避難施設での生活環境整備 

災害時に通常の避難所では生活が困難な要配慮者を応急的に受け入れるため、施設・

整備や人員体制の整った福祉避難所、あるいは通常の避難所の一部を仕切った福祉避難

室を必要に応じて設置する。 

また、要配慮者の態様に応じ、次の支援を行う。 

(ｱ) 避難施設・設備の整備 

段差解消やスロープ・身体障がい者用トイレの設置等を必要に応じて行う。 

(ｲ) 避難施設における物資の確保及び提供 

車椅子等の補装具、医薬品、介護用品、介護機器、ポータブルトイレをはじめとす

る日常生活用品等について迅速に確保し、必要性の高い要配慮者から優先的に支給・

貸与等を行う。 

(ｳ) 避難施設における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所（室）及び要配慮者が生活する避難所には、保健師や介護支援専門員等

を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、医

師、看護師、保健師、介護職員、心理カウンセラー、手話・外国語通訳者等の派遣を

必要に応じて迅速に行う。 

(ｴ) 外国籍住民や外国人旅行者等の支援体制の確立 

外国籍住民や外国人旅行者に対して多言語による情報提供や避難施設への巡回に

よる支援などを行う。 

(ｵ) 情報提供体制の確立 

避難施設等で避難生活を送る要配慮者に対して、被災状況や生活に必要な各種情報

を提供するため、文字放送テレビ、インターネットの端末、ファクシミリ、ホワイト

ボード等を状況に応じて設置するとともに、手話・外国語通訳者等を配置する。 

エ 在宅者対策 

災害発生後、避難施設に避難しないで自宅等で過ごす要配慮者に対し、民生委員、地

域住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力により、要配慮者の態様に応じ、在宅訪

問により次の支援を行う。 

(ｱ) 在宅者の訪問の実施 

町は在宅の要配慮者に対し、民生委員、地域住民、地区防災会議、自主防災組織等

の協力の下、定期的に訪問する体制を確立する。 
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(ｲ) 物資の確保及び提供 

必要に応じて日常生活に必要となる物資等を提供する。 

(ｳ) 相談体制の整備 

在宅の要配慮者のニーズや生活状況を適切に把握し、要配慮者の態様に応じた助言

と支援を行う。 

(ｴ) 情報提供体制の確立 

災害状況や生活に必要な各種情報を要配慮者の態様に応じた手段により提供する。 

オ 応急仮設住宅等の確保 

要配慮者向けの応急仮設住宅を、県と連携して必要数設置するとともに、必要性の高

い要配慮者から優先的に入居を進める。 

【関係機関】 

ア 避難行動要支援者の避難支援及び安否確認 

避難支援等関係者は、避難行動要支援者に関する避難支援計画等に基づき、町から予

め提供された名簿に掲載した避難行動要支援者の避難支援を行う。 

なお、発災時において、町から予め提供された名簿に掲載されていない避難行動要支

援者の名簿提供があり、避難支援について協力の依頼があった場合は、可能な範囲で避

難支援を行うよう努める。 

イ 医療機関・社会福祉施設等における受入れの推進 

福祉避難所（室）や要配慮者が生活する避難所への介護職員等の派遣や介護機器の貸

与及び医療機関・社会福祉施設等への緊急受入れ等について、町から要請があった場合、

当該医療機関・社会福祉施設等の利用者の生活に支障が生じない範囲で、積極的に協力

する。 

ウ 医療機関・社会福祉施設等の復旧 

医療機関や社会福祉施設等要配慮者が利用する施設については、ライフライン等の施

設機能を早期に回復させる。 

 

２  広域相互応援体制等の確立  

（１）基本方針 

広域にわたる大規模災害が発生した場合や医療機関・社会福祉施設等が被災し、避難施

設や他の施設へ一次的・応急的に避難が必要な場合などにおいては、要配慮者の移送、収

容等が集中的に必要になることが考えられる。 

このような場合、市町村の区域を越えた広域的な応援体制により、関係機関が連携して、

迅速かつ適切な避難収容活動を行う。 

（２）実施計画 

町は、要配慮者の救助・避難支援、避難施設生活等に関し、町の区域を越えて応援が必

要となった場合は、必要となる人員、資機材及び避難施設等を確認のうえ、県、他市町村
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及び関係機関に応援要請を行うとともに、他市町村等から応援要請があった場合、可能な

限り協力するよう努める。 

【関係機関】 

医療機関・社会福祉施設等及び関係機関は、県、町等から要配慮者の救助・避難支援、

避難施設生活等に関する人員、資機材及び避難施設等の要請があった場合、当該医療機

関・社会福祉施設等の利用者の生活に支障が生じない範囲で、積極的に協力するよう努め

る。 
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第１０節 緊急輸送活動 

第１  基本方針  

大規模災害発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅

速、的確に実施するために、町域内道路交通網の確保はもちろん、航空機の活用を含む、総

合的な輸送確保を行う。 

また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命

の安全、②被害の拡大防止、③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するものとし、原

則として次の優先順位をもって実施する。 

第１段階の活動 第２段階の活動 第３段階の活動 

・人命救助 

・消防等災害拡大防止 

・ライフライン復旧 

・交通規制 

・（第１段階の続行） 

・食料、水、燃料等の輸送 

・被災者の救出・搬送 

・応急復旧 

・（第１･２段階の続行） 

・災害復旧 

・生活必需物資輸送 

 

第２  主な活動  

１ 緊急輸送全般の調整は、必要により町災害対策本部が行う。 

２ 被災状況を直ちに調査し、県警察の定める規制計画に基づく交通規制を実施し、緊急交

通路を確保するとともに、必要に応じて放置車両や立ち往生車両の移動等について道路管

理者に要請を行う。 

３ 県及び県警察を窓口として、応急復旧等に従事する緊急通行車両の確認事務を行う。 

４ 主要道路を優先とした応急復旧活動を行うとともに、緊急通行車両の通行を確保するた

め緊急の必要があるときは放置車両や立ち往生車両等の移動等を行う。また、農道、林道

等の迂回路確保にも配慮する。 

５ 輸送関係機関の協力により輸送車両を確保するとともに、効率的なヘリコプターの運用

に配慮する。 

６ 支援物資の集積と各避難施設への配送を円滑に実施するため、輸送拠点を指定して運用

する。 

 

第３  活動の内容  

１  緊急交通路確保のための交通規制  

（１）町の管理する道路において、災害が発生し、交通規制の必要が生じたときは、所定の道

路標識及び標示板を設置し、交通の安全を図るとともに、禁止又は制限の対象区間、期間

及び理由を上田警察署長に通知する。また、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合に

は、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要のあるときは、運転者等に対し車両の

移動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 
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（２）警察官は、緊急通行車両の通行確保のため、緊急通行車両の通行の妨げとなる放置車両

や立ち往生車両ほかの物件（以下「物件等」という。）の移動、破損等の措置命令又は強

制措置を行う。 

（３）警察官がその場にいない場合に限り、自衛官及び消防吏員は、(２)の措置を講ずるもの

とする。 

 

２  緊急交通路確保のための応急復旧  

（１）基本方針 

町は、町域内の緊急交通路の復旧が困難な場合は、町道、林道、農道等のうちから指定

道路に変わるべき道路を確保する。 

（２）実施計画 

ア 町は、長野県地域防災計画により定められている緊急交通路から先の輸送拠点までの

取り付け道路や、各避難所までの連絡道路等を確保するため、応急の復旧工事を推進す

る。 

イ 町は、町域内の緊急交通路が使用不能になった場合は、町道、林道、農道等、指定道

路に変わるべき道路について確保するものとし、この場合、必要に応じて県等の関係機

関に対して応援を要請する。 

 

３  輸送手段の確保  

（１）基本方針 

災害時の輸送は緊急にして大量な輸送手段を必要とすることから、輸送関係各機関に協

力を求めるとともに、必要な場合は、直ちに県に対して輸送力の調達を要請する。 

（２）実施計画 

町は、自ら輸送力の確保に努める。この場合、自ら調達することが不可能な場合やヘリ

コプターを必要とするときは、直ちに県に対して調達を要請する。 

要請に際しては、輸送物資等の内容、数量、出発地、到着地等について、できる限り詳

細に連絡する。 

 

４  輸送拠点の確保  

（１）基本方針 

緊急輸送が円滑に推進されるためには、受け入れた物資を拠点に一旦集積し、避難施設

ごとに分類して配送することが効率的である。ヘリコプターによる輸送も考慮し、陸上と

航空の輸送が一元的に推進できる場所が県により拠点に設定される（県は、拠点の指定に

当たっては、町における応急対策のための業務量を考慮し、関係市町村と協議のうえ、原

則としてその外周の市町村を指定する）。 
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（２）実施計画 

ア 輸送拠点の運営は、相互応援協定に基づき所在地の市町村が当たることが原則とされ

ている。近隣市町村の被災に伴い町内に拠点を設定された場合、運営に当たっては、被

災市町村及び県と密接に連携して進める。 

イ 町が被災した場合は、各避難施設での必要物資につき、輸送拠点との連携を密にする。 
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第１１節 障害物の処理活動 

第１  基本計画  

発災後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これら活動を阻害する道路上

の放置車両や立ち往生車両等、被災車両及び倒壊物件等による交通障害を直ちに除去し、作

業車両、救援車両の通行路を優先して確保しなければならない。 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派遣し

て障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが大切である。 

また、障害物の集積、処分に当たっては、その集積場所の確保に加え、複雑な権利関係を

も考慮に入れた、速やかな物件の収集、処分ができるよう措置する必要がある。 

 

第２  主な活動  

１ 障害物の除去処理については、関係機関との連携の下、原則として、障害となる物件の

所有者又は管理者が行う。 

２ 除去障害物の集積、処分方法については、原則として除去障害物の所有者又は管理者が

集積場所の事前選定と速やかな処分を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  障害物除去処理  

（１）基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作業車両、

救援車両の通行路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意しつつ、緊急輸送路

上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに除去する。 

（２）実施計画 

ア 障害物の除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して行

う。 

イ 放置車両等の移動等 

(ｱ) 町管理の道路上で、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両

の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令

を行う。 

(ｲ) 運転者がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行う。 

ウ 応援協力体制 

(ｱ) 町に所在する各機関等から応援、協力要請があったときは、必要に応じて適切な措

置を講ずる。 

(ｲ) 町だけでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 
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エ 必要な資機材の整備 

資機材及び要員の調達、提供については、長和町建設振興協議会との協定に基づき、

資機材等を確保する。 

 

２  除去障害物の集積、処分方法  

（１）基本方針 

障害物の集積、処分は、その障害物の所有者又は管理者が行うものであるが、一時的に

多量に出る障害物が二次災害の原因となるなどの事後支障を生じさせないため、集積場所

の確保、障害物の権利関係を事前又は発災後直ちに確認し、速やかな物件の集積、処分を

行う。 

（２）実施計画 

ア 障害物の集積、処分は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないよう配慮して

行う。 

イ 応援協力体制 

(ｱ) 町に所在する各機関等から集積、処分について応援、協力要請があったときは、必

要に応じて適切な措置を講ずる。 

(ｲ) 町だけでの実施が困難なときは、知事等に応援協力を要請する。 

ウ 必要な資機材の整備 

資機材及び要員の調達、提供については、長和町建設振興協議会との協定に基づき、

資機材等を確保する。 
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第１２節 避難収容及び情報提供活動 

第１  基本方針  

風水害発生時においては、浸水、建築物の破損、崖崩れ等が予想され地域住民の身体、生

命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策は第一次的実施責任

者である町長が中心に計画作成をする。 

その際、要配慮者についても十分に考慮する。 

特に、土砂災害危険箇所内に所在している要配慮者利用施設に対する避難準備・高齢者等

避難開始の提供や、避難勧告、避難指示（緊急）、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施に

当たっては、これらの施設に十分配慮する。 

 

第２  主な活動  

１ 避難準備・高齢者等避難開始の提供、避難勧告・避難指示（緊急）の実施者は適切にそ

の実施を行い、速やかにその内容を住民に周知する。 

２ 町長等は必要に応じ警戒区域の設定を行う。 

３ 避難誘導に当たっては要配慮者に配慮し、誘導員は的確な指示を行う。 

４ 町は避難者のために避難施設を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５ 県及び町は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

６ 県及び町は、速やかに住宅の確保等を行う。 

７ 県、町及び関係機関は、被災者等への的確な情報提供を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）  

（１）基本方針 

風水害からの人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため特に必要と認められる場合に

は、住民に対して状況に応じて避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告・避難指示

（緊急）を行う。 

避難準備・高齢者等避難開始を伝達する者、避難勧告・避難指示（緊急）を行う者は、

関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅

速かつ的確な収集に努めるとともに、避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告・避

難指示（緊急）を行った場合は、速やかにその内容を住民に周知する。 

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰にでも理解で

きる内容で伝えることを心がける。 
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（２）実施計画 

ア 実施機関 

(ｱ) 避難勧告・避難指示（緊急）実施機関、根拠等については下表のとおりである。 

実 施 事 項 機 関 等 根      拠 対 象 災 害 

避 難 勧 告 町 長 災害対策基本法第 60条 災 害 全 般 

避 難 指 示 

（ 緊 急 ） 

町 長 災害対策基本法第 60条 災 害 全 般 

水 防 管 理 者 水 防 法 第 29 条 洪 水 

知事又はその命

を 受 け た 職 員 

水防法第 29 条・地すべり

等防止法第 25条 
洪水及び地すべり 

警 察 官 
災害対策基本法第 61条 

警察官職務執行法第４条 
災 害 全 般 

自 衛 官 自 衛 隊 法 第 94 条 災 害 全 般 

避難施設の開設、収容 町 長   

 

(ｲ) 知事は、災害の発生により町がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは、前表における町長の事務を、町長に代わって行う。 

(ｳ) 県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、町から求めがあった場合には、その所

掌事務に関し、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象地域、発令及び解除の判断時期

等について助言する。 

イ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の意味 

○「避難準備・高齢者等避難開始」 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難の準備を呼び

かけ、避難行動に時間を要する者には避難行動の開始を呼びかける行為をいう。 

○「避難勧告」 

その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退きを勧

め又は促す行為をいう。 

○「避難指示（緊急）」 

被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、

住民を避難のため立ち退かせるためのものをいう。 

ウ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）及び報告、通知等 

(ｱ) 町長の行う措置 

ａ 避難勧告、避難指示（緊急） 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害

から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、

次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方向又は緊急避難場所を示し、

早期に避難の勧告、指示（緊急）を行う。 
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なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむ

を得ないときは、屋内の２階以上の場所への待避等の確保措置をとるよう、地域の

居住者等に対し指示する。 

なお、災害の危険性が高まり、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象地域、発令

及び解除の判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関

及び指定地方行政機関に速やかに助言を求める。 

(ａ) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表され、

避難を要すると判断された場合 

(ｂ) 長野地方気象台から豪雨、台風等に関する気象警報が発せられ、避難を要す

ると判断される地域 

(ｃ) 県・長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避難を要する

と判断される地域（土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所） 

(ｄ) 県・長野地方気象台から共同で洪水予報（はん濫警戒情報、はん濫危険情報、

はん濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

(ｅ) 関係機関から、豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断

された地域 

(ｆ) 河川がはん濫注意水位・避難判断水位を突破し、洪水のおそれがある地域 

(ｇ) 上流の地域が水害を受けた河川で、危険がある下流の地域 

(ｈ) 地滑りにより著しい危険が切迫している地域 

(ｉ) 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測される地域 

(ｊ) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

(ｋ) 避難路の断たれるおそれのある地域 

(ｌ) 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

(ｍ) 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が予

想される地域 

ｂ 避難準備・高齢者等避難開始 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に時間

を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、又は今後の状況により早め

の避難が必要と判断される状況で特に必要があると認めるときは、上記ａの地域の

居住者、滞在者その他の者に対し、避難準備・高齢者等避難開始を伝達する。 

(ａ) 県と長野地方気象台から共同で洪水予報（はん濫注意情報）が発表され、避

難を要すると判断される地域 

ｃ 報告（災害対策基本法第60条等） 

 

 

 

※ 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに、知事に報

告する。 

町 長 知 事 
（報  告） 

（上田地域振興局長経由） 
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(ｲ) 水防管理者の行う措置 

ａ 指示 

水防管理者は、洪水のはん濫により危険が切迫していると認めたときは、その地

域内の居住者に対し、避難の立退きを指示する。 

ｂ 通知（水防法第29条） 

 

 

 

(ｳ) 知事又はその命を受けた職員の行う措置 

ａ 洪水のための指示 

水防管理者の指示に同じ 

ｂ 地滑りのための指示（地すべり等防止法第25条） 

地滑りにより危険が切迫していると認めたときは、その地域内の居住者に対し立

退きを指示する。 

 

 

 

(ｴ) 警察官の行う措置 

ａ 指示 

二次災害等の危険箇所を把握するため各警察署に調査班を編成し、住宅地域を中

心に区域を定めて調査を実施する。 

把握した二次災害危険箇所等については、町災害対策本部等に伝達し、避難勧告

等の発令を促す。 

さらに、的確な避難の指示・誘導を行うため、災害警備本部等が各現場における

避難の指示・誘導を一元的に統制できる体制の整備と通信手段を確保する。 

(ａ) 住民の生命、身体の安全を最優先とした避難・誘導に努めること。 

(ｂ) 町関係者と緊密な連絡体制を保持すること。 

(ｃ) 町長による避難の指示ができないと認めるとき、又は町長から要求のあった

ときは、警察官は災害対策基本法第61条により、必要と認める地域の居住者、

滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示する。この避難指示に従

わない者に対する直接強制は認められない。 

(ｄ) 被害発生の危険が急迫した場合には、警察官職務執行法第４条に基づいて関

係者に警告を発し、又は避難させる強制手段を講ずる。 

(ｅ) 避難のための指示を行うに当たっては、関係機関と協力し、広報車等により、

避難の理由、緊急避難場所、避難路等を明確に指示し、迅速な周知徹底を図る。 

(ｆ) 被災地域、災害危険箇所等の現場の状況を把握したうえ、安全な避難経路を

選定し、避難誘導を行う。 

 

水防管理者（町長） 上田警察署長 
（通  知） 

知事又はその命を受けた職員 上田警察署長 
（通  知） 
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(ｇ) 避難誘導に当たっては、避難行動要支援者については可能な限り車両等を活

用して避難誘導を行うなど、その措置に十分配慮する。 

(ｈ) 警察署に一次的に受け入れた避難住民については、町等の避難施設の整備が

整った段階で当該施設に適切に誘導する。 

ｂ 報告、通知 

(ａ) 上記ａ(ｃ)による場合（災害対策基本法第61条） 

 

 

 

(ｂ) 上記ａ(ｄ)による場合（警察官職務執行法第４条） 

 

 

 

(ｵ) 自衛官 

ａ 避難等の措置 

自衛隊法第 83条により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、警察官がその場

にいない場合に限り「(エ)ａ(ｄ)警察官職務執行法第４条による措置」による避難

等の措置をとる。 

ｂ 報告（自衛隊法第94条） 

 

 

 

 

 

エ 避難勧告、避難指示（緊急）の時期 

上記ウ(ｱ)ａ(ａ)～（ｍ)に該当する地域が発生すると予想され、他住民の生命及び身

体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難勧告、避難指示（緊急）を解除する場合には、十分に安全性の確認に努め

る。 

オ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の内容 

避難勧告、避難指示（緊急）を行うに際して、次の事項を明確にする。また、避難準

備・高齢者等避難開始の伝達についても同様とする。 

(ｱ) 発令者 

(ｲ) 発令日時 

(ｳ) 避難情報の種類 

(ｴ) 対象地域及び対象者 

(ｵ) 避難施設 

(ｶ) 避難の時期・時間 

（上田地域振興局長経由） 
警 察 官 町 長 知 事 

（通  知） （報  告） 

警 察 官 公安委員会 
（順序を経て報告） 

（上田地域振興局長経由） 

自 衛 官 防衛大臣の指定する者 
（報  告） 

町 長 知 事 
（報  告） （通 知） 
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(ｷ) 避難すべき理由 

(ｸ) 住民のとるべき行動や注意事項 

(ｹ) 避難の経路又は通行できない経路 

(ｺ) 危険の度合い 

カ 住民への周知 

(ｱ) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）を行った者は、速やか

にその内容を防災行政無線（同報系）、音声告知端末、ＣＡＴＶ、広報車等あらゆる

広報手段を通じ又は直接住民に対し周知する。避難の必要がなくなった場合も同様と

する。特に避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難計画により、確

実に伝達する。 

(ｲ) 町長以外の指示者は、住民と直接関係している町長と緊密な連絡をとり、周知徹底

を図る。 

(ｳ) 町長は、災害による危険地域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせる

ため、警鐘、サイレン等による周知方法を定めておき、あらかじめ周知しておく。 

(ｴ) 避難のため立ち退くべき地域が広範囲であるとき、ラジオ、テレビ放送による周知

がより効果的であるとき、町長は、県に連絡し、ラジオ、テレビによる放送を要請す

る。県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき放送機関に対して放送

を要請する。要請を受けた放送機関は危険地域の住民に周知徹底するため、放送時間、

放送回数等を考慮して放送する。 

(ｵ) 災害情報共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ、防災行

政無線（同報系）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア等

あらゆる広報手段を活用して、警報等の伝達手段の多重化・多様化に努める。 

(ｶ) 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）をはじめとする災害情

報の周知のため、防災行政無線（同報系）、音声告知端末、ＣＡＴＶ、広報車等のほ

か、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状

況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行う。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

町は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、自治会、区、消防団、

警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サービスの要否等に

ついて迅速かつ的確な把握に努める。 

また、必要に応じて、避難行動要支援者名簿を活用した避難行動要支援者の避難支援

を行う。 

 

２  警戒区域の設定  

（１）基本方針 

災害が発生し又は発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険

を防止するため特に必要があると認めるときに警戒区域を設定する。 
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（２）実施計画 

ア 実施者 

(ｱ) 町長、町職員（災害対策基本法第63条） 

(ｲ) 水防団長、水防団員、消防職員等（水防法第21条） 

(ｳ) 消防吏員、消防団員（消防法第28条） 

(ｴ) 警察官（上記法で各実施者が現場にいない場合又は依頼された場合） 

(ｵ) 自衛隊法第83条第２項の規定により災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官（災害対

策基本法第63条第３項－市町村長又はその職権を行う者がいない場合に限る。） 

イ 警戒区域設定の内容 

警戒区域を設定するとは、必要な区域を定めてロープ等によりこれを明示し、その区

域への立入りを制限、禁止、又はその区域から退去を命ずることをいう。警戒区域の設

定が避難の指示と異なる点は、以下の３点である。 

(ｱ) 避難の指示が対人的にとらえて指示を受ける者の保護を目的としているのに対し、

警戒区域の設定は、地域的にとらえて、立入制限、禁止及び退去命令によりその地域

の住民の保護を図ろうとするものである。 

(ｲ) 警戒区域の設定は、避難の指示により災害が急迫した場合に行使される場合が多い。 

(ｳ) 避難の指示についてはその罰則規定がないのに対し、警戒区域の設定は罰則規定が

ある。 

ウ 警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様、関係機関及び住民にその

内容を周知する。 

エ 上記(２)ア(ｵ)の自衛官が警戒区域の設定を行った場合は、直ちに、その旨を町長に

通知する。 

 

３  避難誘導活動  

（１）基本方針 

避難勧告、避難指示（緊急）を行った者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ

円滑な避難誘導に努めるとともに、要配慮者の避難に十分配慮するものとする。 

（２）実施計画 

ア 誘導の優先順位 

高齢者、障がい者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者等、特に避難行動要支援者

を優先する。 

イ 誘導の方法 

(ｱ) 誘導員は、避難施設、経路及び方法を的確に指示する。 

(ｲ) 誘導経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他災害発生のおそれのある場所を避

け、安全な経路を選定する。 

(ｳ) 危険地域には、標示、縄張りを行うほか、状況により誘導員を配置する。 

(ｴ) 浸水地にあってはロープ等を使用し、安全を期する。 
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(ｵ) 誘導中は、水没、感電等の事故防止に努める。 

(ｶ) 高齢者、障がい者、幼児、その他歩行が困難な者及び災害の状況により自力により

立ち退くことが困難となった者については、町が車両及びヘリコプターの要請等によ

り移送する。また、住民の協力を得ながら、それぞれの態様に十分配慮した迅速かつ

的確な避難誘導を行う。 

(ｷ) 避難行動要支援者の避難については、避難行動要支援者名簿を使用し、予め定めた

避難支援等に携わる関係者の協力を得て行う。 

(ｸ) 災害地が広範囲で大規模な避難のための移送を必要とし、町において処置できない

ときは、町は上田地域振興局を経由して県へ応援を要請する。要請を受けた県は、自

衛隊の出動を求める等適切な処置を行う。町は、被災の状況によっては、直接他の市

町村、上田警察署等と連絡して実施する。 

(ｹ) 夜間においては、特に危険を防止するため、投光器などの照明具を最大限活用する。 

(ｺ) 誘導員の退避を指示できる通信手段及び受傷事故を防止するための装備の充実を

図る。 

ウ 避難時の携帯品 

避難誘導をする者は、避難の立退きに当たっての携帯品を必要に応じ最小限度（貴重

品、必要な食料、衣類、日用品等）とするよう適宜指導する。 

【住 民】 

ア 要避難地区で避難を要する場合 

住民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等

出火防止措置を講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難するものとする。 

この場合にあっては、携帯品は食料、日用品等必要最小限とするものとする。 

イ 自主避難地区で避難を要する場合 

住民等は、被害が拡大し危険が予想されるときは、ア同様出火防止措置をとった後、

互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。 

この場合にあっては、携帯品は食料、日用品等必要最小限とするものとする。 

 

４  避難施設の開設・運営  

（１）基本方針 

町は収容を必要とする被災者の救出のために避難施設を設置するとともに、地区防災会

議、自主防災組織や施設管理者等の協力を得て、良好な避難生活が送れるように必要な措

置を講ずる。 

（２）実施計画 

ア 災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者で避難しなければならない者

を、一次的に収容し保護するため避難施設を開設する。また、指定施設が使用できない

など必要に応じ、指定以外の施設を避難施設として開設する。この場合、安全性を確認

し、管理者の同意を得るものとする。 
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イ 要配慮者に配慮して必要に応じて、福祉避難所を設置する。また、被災地以外の地域

にあるものを含め、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として借り上げる等、多様

な避難施設の確保に努める。 

ウ 避難施設を開設したときは、町長はその旨を公示し、避難施設に収容すべき者を誘導

し保護する。 

エ 避難施設における情報の伝達、食料、水、清掃等について以下の者の協力を得られる

よう努める。 

(ｱ) 避難者 

(ｲ) 地域住民 

(ｳ) 地区防災会議、自主防災組織 

(ｴ) 他の地方公共団体 

(ｵ) ボランティア 

オ 避難施設の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう

配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移

行できるよう、その立ち上げを支援する。 

カ 避難者に係る情報の早期把握及び避難施設で生活せず食事のみ受け取りに来ている

被災者等に係る情報の把握に努める。 

キ 避難の長期化等、必要に応じプライバシーの確保、男女のニーズの違い等に配慮する。 

ク 避難施設における生活環境に注意をはらい、常に良好なものとするよう努める。その

ため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講ずる。また、

避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用

頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食

料の確保、配食等の状況、し尿及びごみ処理の状況など、避難者の健康状態や避難施設

の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講ずるよう努める。さらに、必要に応じ、避難

施設における家庭動物のためのスペースの確保に努める。 

ケ 避難施設の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女

双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用

品、女性用下着の女性による配布、避難施設における安全性の確保など、女性や子育て

家庭のニーズに配慮した避難施設の運営に努める。 

コ 災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の長期化等を考慮し、必要に応じて、

旅館やホテル等への移動を避難者に促す。 

サ 避難施設への収容及び避難施設の運営管理に当たっては、要配慮者の態様に合わせ、

次に掲げる事項に十分配慮し、地域住民やボランティアグループ等の協力を得つつ計画

的に生活環境の整備を図る。 

(ｱ) スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい者用携帯便器の供

給等、高齢者、障がい者等に配慮した設備、機器等の整備を行う。 

(ｲ) 介護用品、育児用品等要配慮者の態様に応じた生活必需品の調達確保に努める。 
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(ｳ) 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難施設を対象として要配慮者把握調査を

行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービスの提供が開始できるよう努める。 

ａ 介護職員等の派遣 

ｂ 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

ｃ 病院や社会福祉施設等への受入れ、ボランティア家庭への受入れ委託、里親への

委託等 

(ｴ) 要配慮者の心身両面の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケア、保健師等によ

る巡回健康相談等を実施する。 

(ｵ) 文字放送テレビ、ファクシミリ、パソコン、ホワイトボード等の設置、アナウンス、

外国語・手話通訳者の派遣依頼等要配慮者に対する情報提供体制を確立する。 

シ 避難施設の管理運営に当たり、災害の規模が大きく、町において人員が不足し困難を

来した場合、県職員の派遣を要請し、協力を依頼する。 

ス 避難施設のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合には、当該地域に避難施設等を設置・維持することの適

否を検討する。 

セ やむを得ず避難施設に滞在することができない被災者に対しても、食料等必要な物資

の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の

伝達により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

ソ 家庭動物との同行避難について適切な体制整備に努める。 

タ 学校等における対策 

(ｱ) 学校等が避難施設となった場合、学校長は、できるだけ速やかに学校を開放するも

のとする。そのため、夜間や休業日の災害発生に備え、開錠の方法や、職員の緊急の

招集方法、連絡方法を周知徹底しておく。また、学校としての教育機能維持の観点か

ら、あらかじめ避難施設として使用させる場所についての優先順位等を定めておく。 

(ｲ) 学校長は、避難施設の運営について、必要に応じて町に協力するものとする。なお、

町の災害対策担当者が配置されるまでの間の教職員の対応を明確にしておき、避難者

の収容、保護に努めるものとする。 

(ｳ) 児童生徒等が在校時に災害が発生し、避難施設となった場合、学校長は、児童生徒

等と避難者との混乱を避けるため、それぞれに対する情報、指令の伝達に万全を期す

とともに、避難者と児童生徒等の避難施設を明確に区分する。 

【住 民】 

避難施設の管理運営については町長の指示に従い、必要に応じて管理運営に協力すると

ともに、相互に助け合い良好な環境の下で避難生活ができるよう努めるものとする。 

 

５  広域的な避難を要する場合の活動  

（１）基本方針 

大規模災害が発生し、被災者が居住地以外の市町村に避難する必要が生じた場合は、県、

町及び関係機関は相互に連携し、速やかな避難の実施に努める。 
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（２）実施計画 

ア 町は、被害が甚大で町域を越えた広域の避難・収容が必要と判断される場合には、県

に支援を要請する。 

イ 町は、被災者が町外に避難する必要が生じた場合は、避難先の市町村に対し、避難施

設の供与及びその他の災害救助の実施に協力するよう要請する。 

ウ 前号の場合にあっては、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定

めた避難輸送方法等により避難させる。 

エ 町が避難者を受け入れる場合は、避難施設を開設するとともに、必要な災害救助を実

施する。 

オ 町は、町外に避難する被災者が、必要な情報や支援・サービスを容易かつ確実に受け

ることができるよう努める。 

 

６  住宅の確保  

（１）基本方針 

住居の被災により避難施設生活を余儀なくされた住民に対して、早期に生活基盤が安定

するよう、町及び県は相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住宅の提供又

は住宅情報の提供を行う。 

なお、災害救助法が適用された場合には県が、適用されない場合は必要に応じて町が住

宅の提供を行う。 

（２）実施計画 

ア 利用可能な公営住宅等を把握し、被災者に提供する。 

イ 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者に住宅を提供

する。 

ウ 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第４条第１項第１号に規定す

る応急仮設住宅等の提供を要請する。 

(ｱ) 応急仮設住宅等の要望戸数は、全焼、全壊又は流失戸数以内で被災者が居住に必要

な戸数とする。 

(ｲ) 応急仮設住宅の建設のため、町公有地又は私有地の提供をする。ただし、私有地を

提供する場合は、町長は、敷地所有者と賃貸契約を行う。なお、敷地所有者から契約

期間の履行について法律的担保を求められた場合は、裁判所において即決和解を行う。 

(ｳ) 被災者の状況調査をし、入居者の決定の協力を行う。 

(ｴ) 知事の委任を受けて、公営住宅に準じて応急仮設住宅の維持管理を行う。 

エ 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する。 

オ 周辺市町村が被災した場合には、利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報

提供をする。 

カ 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤

独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反
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映できるよう配慮する。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れ

にも配慮する。 

 

７  被災者等への的確な情報提供  

（１）基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提

供するよう努める。 

（２）実施計画 

ア 被害の情報、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等

の公共施設等の復旧状況、医療機関などの生活関連情報、それぞれの機関が講じている

施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報等被災者等に役立ち正確か

つきめ細やかな情報を適切に提供する。 

イ 被災者の置かれている生活環境及び居住環境等が多様であることを考慮し、情報を提

供する際に活用する媒体に配慮する。特に、避難施設にいる被災者は情報を得る手段が

限られていることから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を

行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

ウ 要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した正確な情報の伝

達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

エ 被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に

侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の

緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう

努める。この場合において、町は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、

警察、消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 
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第１３節 孤立地域対策活動 

第１  基本方針  

災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立と、交通手段の孤立である。情

報通信の孤立は、救助機関における事案の認知を阻害して人命救助活動を不可能にし、交通

手段の孤立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立地域住民の生活に大きな影響を与え

る。孤立が予想される地域が存在する当町の災害応急対策は、常にこのことを念頭におき、 

１ 被害実態の早期確認と救急救助活動の迅速実施 

２ 緊急物資等の輸送 

３ 道路の応急復旧による生活の確保 

の優先順位をもって当たる。 

 

第２  主な活動  

１ 孤立予想地域の被害状況の把握に努める。 

２ 交通の断絶地域に対しては、県にヘリコプターの派遣を要請し、迅速な救急救助活動を

行うとともに、観光客の救出等にも配慮する。 

３ 通信の途絶地域に対しては、移動系の無線機等の配置を検討するほか、職員等を派遣す

る等、通信手段の確保に努める。 

４ 陸上輸送が不可能な場合は、ヘリコプターの派遣を県に要請する。 

５ 迂回路の確保を含め、応急復旧工事を迅速に実施し、生活必需物資輸送等のための最低

限の交通を早期に確保する。 

 

第３  活動の内容  

１  孤立実態の把握対策  

（１）基本方針 

全ての応急対策は被害実態の把握から始まる。通信途絶地域については、地域からの救

助要請や被害状況の報告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的に状況を確

認する必要がある。発災時には、平素からの孤立予想に基づき、直ちに各地域と連絡をと

り、孤立の有無と被害状況について確認する。 

（２）実施計画 

ア 孤立予想地域に対し、ＮＴＴ回線及び防災行政無線（同報系）等を活用して、孤立状

況の確認を行う。 

イ 交通手段の寸断状況や、電気、通信等のライフラインの途絶・復旧見込み、住民の物

資の備蓄状況、道路啓開に要する時間といった住民生活への影響を勘案し、孤立状況及

び被害の概要について情報収集を行うとともに、県に対して直ちに速報する。 
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２  救助・救出対策  

（１）基本方針 

災害発生時には人命の救助を第一義とした活動を行い、引続き、孤立地域からの救出活

動を実施する。 

（２）実施計画 

ア ヘリコプターによる救急搬送が予想される場合は、概要を直ちに県に速報する。 

イ ヘリコプターの要請に際しては、救助場所のヘリポートを確保するとともに、被救助

者の容態、人数、気象状況等に関し、できる限り多くの情報を収集して報告する。 

ウ 負傷者等が多い場合は、医師等の現地派遣にも配慮する。 

エ 孤立地域内の要配慮者や観光客等の実態を把握し、道路の復旧見込み、食料の状況、

避難施設の有無等について検討して、必要に応じて県又は他の市町村の応援を得て救出

を推進する。 

 

３  通信手段の確保  

（１）現状及び課題 

ＮＴＴ回線が不通となった場合、孤立地帯での実態を把握し、必要な連絡をすることが

困難になると予測される。情報上の孤立状態をまず解消するため、関係機関と協力して早

急に応急的な情報伝達回線の確保を行う。 

（２）実施計画 

緊急通話装置（防災行政無線（同報系）の附属設備）による通信、防災行政無線（移動

系）、携帯電話を携帯した職員の派遣、消防無線による中継及びアマチュア無線の活用等、

あらゆる方法によって情報伝達手段の確保に努める。 

【住 民】 

農道、林道等の使用可能な迂回路の活用及び携帯電話等使用可能な通信手段の活用によ

り、町との連絡確保に自ら努めるものとする。 

 

４  食料品等生活必需物資の搬送  

（１）基本方針 

道路交通が応急復旧するまでの間は、孤立地域住民の生活維持のため、食料品をはじめ

とする生活必需物資の輸送を実施するが、県に対するヘリコプターの確保要請等も考慮に

入れながら、迂回路や不通箇所での中継による陸上輸送等、状況に応じた輸送対策を実施

する。 

（２）実施計画 

迂回路による輸送の確保に努めるとともに、陸上輸送手段の確保が困難な場合は、県に

対してヘリコプター確保に関する要請を行う。 
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【住 民】 

ア 孤立地域内においては、食料品等を相互に融通しあい、地域全体としての当面の生活

確保について協力し合うものとする。 

イ 住民自らも、隣接地域及び町との連絡確保に努めるものとする。 

 

５  道路の応急復旧活動  

（１）基本方針 

孤立地域に対する最低限の物流ルートを確保するため、優先度に応じ最低限度の輸送用

道路をまず確保する。 

（２）実施計画 

孤立地域に通じる道路の被害状況を早急に把握し、徒歩、二輪車、四輪車の順に、一刻

も早い交通確保に努める。 
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第１４節 食料品等の調達供給活動 

第１  基本方針  

災害発生後の、被災地区における食料の調達・供給は、被災地の状況をいち早く把握し、

国の応急用米穀等が供給されるまでの間、町や県の備蓄食料を被災者に対し供給する。 

また、市町村間の応援協定、関係業界団体等への緊急要請による食料品等の調達供給活動

を行うとともに、赤十字防災ボランティア、その他民間ボランティア等の協力も得られるよ

うにする。 

 

第２  主な活動  

１ 町の備蓄食料では、必要量の供給ができない場合は、近隣市町村、県等に要請する。 

２ 町の備蓄食料及び要請等によって調達した食料を速やかに供給する。 

 

第３  活動の内容  

１  食料品等の調達  

（１）基本方針 

被災地の状況をいち早く把握し、国の応急用米穀等が供給されるまでの間、町や県の備

蓄食料により対応する。 

また、市町村間の応援協定、関係業界団体等への緊急要請による食料品等の調達供給活

動を行う。 

（２）実施計画 

ア 自力での調達 

町の備蓄物資により、調達する。 

なお、町のみの対応では必要量を満たせない場合は、近隣市町村及び県（上田地域振

興局長）に対して食料の供給について種類及び数量を明示して要請を行う。 

イ 応援要請 

災害により、備蓄倉庫が被災し食料が供給できない場合及び町のみの対応では食料が

不足する場合には、次の方法により、支援を要請する。その際、必要な種類及び数量を

明示して行う。 

(ｱ) 「長野県市町村災害時相互応援協定書」に基づく長野県内市町村に対する要請 

(ｲ) 上田地域振興局長経由での県に対する要請 

【県】 

ア 地域振興局長は災害発生時に、管内市町村からの備蓄食料の供給要請に備え、品目別

に数量を確認するとともに、要請があった場合、当該地域振興局の備蓄食料の供給を行

う。また、供給した食料の種類及び数量を危機管理部長あて報告する。なお、市町村か
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らの要請量が当該地域振興局の備蓄量を上回る場合は、当該地域振興局長は危機管理部

長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振興局に備蓄食料の供給を依頼する。 

イ 市町村からの食料の要請量が県の備蓄により供給できない場合は、必要に応じて、隣

接県に対してあらかじめ締結された協定に基づいて食料の供給を要請する。 

ウ 長野県生活協同組合連合会との協定に基づき食料の供給を要請する。 

エ 市町村の要請に基づき、県内流通業者と連携して食料の供給を要請する。 

オ 「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」第４章第10の災害救助法又は国民保護法

が発動された場合の特例に基づき、農林水産省（総合食料局）に災害救助用米穀の供給

を要請する。 

カ 「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における応急米穀の取扱いに関する協

定書」により県内外の米穀販売事業者に応急米穀の供給を要請する。 

キ 長野県農業協同組合中央会等との協定に基づき食料の供給を要請する。 

ク コンビニエンスストア各社との協定に基づき食料の供給を要請する。 

ケ 株式会社デリクックちくまとの協定に基づき食料の供給を要請する。 

コ 前記ウ、エ、キ、ク及びケについては、発災後適切な時期に、調達可能な備蓄量等に

ついて、主な品目別に確認する。 

サ 上記ア、イについては、保健福祉事務所管理栄養士の協力を得て、様々な状況の被災

者のニーズに対応できるよう配慮する。 

【関係機関】 

ア 農林水産省（総合食料局） 

総合食料局長は、知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急引渡要請を踏まえ、災

害救助用米穀の引渡しを行うものとする。 

イ 米穀販売事業者 

「災害救助法又は国民保護法が発動された場合における応急用米穀の取扱いに関する

協定書」に基づき供給を行うものとする。 

ウ 卸売市場業者 

生鮮農畜水産物について、被災住民に対し、必要な数量ができるだけ迅速に供給され

るよう、県内卸売市場間での協定に基づき、被災卸売市場に対しその他の市場から優先

的な供給を行うものとする。 

 

２  食料品等の供給  

（１）基本方針 

食料品等の調達活動により調達した食料及び備蓄食料を迅速かつ円滑に、被災者等に供

給するための活動が必要である。 

町は、被災地の状況をいち早く把握し、関係機関と連携をとり合って活動する必要があ

る。また、ボランティア等の協力も得られるようにする。 
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（２）実施計画 

ア 災害発生時に被災者等に対する食料の供給が必要な場合は、まず備蓄食料により供給

を行う。 

イ 町の地元調達分だけでは必要量を満たせない場合は、近隣市町村及び県（上田地域振

興局長）に対して食料の供給について種類及び数量を明示して要請を行って調達した食

料を被災者等に対して供給する。 

ウ 食料の供給活動に関しては、必要に応じてボランティア等の協力を得て実施する。 

【関係機関】 

日本赤十字社長野県支部は、町災害対策本部並びに日本赤十字社長和町分区と連携をと

り、赤十字防災ボランティアの労力を提供し炊き出し等、被災者援護に協力する。 

【住 民】 

住民は、手持ちの食料を融通し合う等、状況に応じた行動を行うよう努める。 

 

応急用米穀の供給基準 

供給の対象 精米の必要量 

１ 被災者に対して炊き出しによる給食を行う必要があ

る場合 

１食当たり 

精米200グラム 

２ 災害地における救助作業及び緊急復旧作業等に従事

する者に対して給食を行う必要がある場合 

１食当たり 

精米300グラム 

 

食料の調達供給に関する図表 
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第１５節 飲料水の調達供給活動 

第１  基本方針  

飲料水の調達は、止水弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プール

等へろ水器等を搬入して確保された水、ボトルウォーターにより行うこととし、水の確保が

困難となった場合は、他市町村からの応援給水により調達する。 

また、飲料水の供給は、断水世帯、避難施設、病院等を中心に、町が給水タンク等により

行い、被災の規模により町が行う給水活動が困難となる場合は、長野県市町村災害時相互応

援協定及び長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により他市町村等から応援給水を

受ける。 

 

第２  主な活動  

１ 被害状況の確認、情報の収集、調達可能な飲料水の確認等を行い、円滑な飲料水の調達

を行う。 

２ 飲料水の確保のため、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧作業により給水機能

の回復に努める。 

 

第３  活動の内容  

１  飲料水の調達  

（１）基本方針 

飲料水については、止水弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プ

ール等にろ水器等を設置し確保する。また、町内各所に湧出する飲用可能な地下水も利用

する。（資料４－１及び４－２参照） 

町内での水の確保が困難となった場合は、相互応援要綱により他市町村等からの応援給

水により調達する。 

（２）実施計画 

ア 被災状況の確認を行い、飲用可能な飲料水の確保を行う。 

イ プール等にろ水器を搬入し、飲料水の確保を行う。 

ウ 町で対応困難な場合は、相互応援要綱により他市町村等に応援要請を行う。 

【住 民】 

ポリタンク等給水用具の確保を行う。 

 

２  飲料水の供給  

（１）基本方針 

町は、断水世帯、避難施設、病院等に対し、応急給水を実施し、飲料水の確保を図る。 

また、速やかな応急復旧作業により、給水機能の回復に努める。 
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（２）実施計画 

ア 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

イ 出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

ウ 給水用具の確保を行う。 

エ 災害のために水道等の給水施設が破壊され、飲料水が得られない被災者に対し、給水

タンク、ポリタンク等により、１人１日３リットル以上の飲料水を供給する。 

オ 応急飲料水以外の生活用水についても、その必要最小限度の供給を図る。 

カ 被災の状況により、町のみでは対応できないときは、他市町村、県又は自衛隊の応援

を要請する。 

キ 復旧作業に当たり、指定給水装置工事事業者等との調整を行う。 

ク 住民に対し、飲料水の供給に関する広報活動を行う。 
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第１６節 生活必需品の調達供給活動 

第１  基本方針  

災害発生後、住民の避難施設等での生活必需品については、町が調達し供給する。 

町では調達できない物又は不足が生じた場合には、県に協力を要請する。 

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど、

被災地の実情を考慮する。 

 

第２  主な活動  

町は、被災状況等による生活必需品の不足状況・被災者の要望等を調査し、町では調達で

きないものについて、県への協力を要請する。 

 

第３  活動の内容  

１  生活必需品の調達  

（１）基本方針 

町は、被災者の生活の維持に必要な生活必需品の量・種類等について、被災者のニーズ

を把握し、必要な物資の調達・確保に努める。 

（２）実施計画 

災害の状況を把握し、被災者の生活の維持に必要な生活必需品の量・種類等について、

必要な物資の調達・確保に努め、不足分については県へ要請する。 

 

２  生活必需品の供給  

（１）基本方針 

町は、調達・確保した生活必需品等を被災状況に応じて迅速かつ的確に供給・分配する。 

（２）実施計画 

町は、生活必需品の避難設備等の充足状況等を把握し、調達・確保した生活必需品を、

必要に応じ、関係機関、ボランティア団体等の協力を得つつ、被災状況に応じて迅速かつ

的確に供給・分配する。 

特に、要配慮者については、供給・分配について優先的に行うなど十分に配慮する。 

【関係機関】（日本赤十字社長野県支部） 

日本赤十字社長野県支部は、町災害対策本部並びに日本赤十字社長和町分区と連携をと

り、赤十字防災ボランティアの労力を提供し、生活必需品の供給に協力する。 
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第１７節 保健衛生・感染症予防活動 

第１  基本方針  

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態の把

握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置、まん延防止措置、食品衛生指導、食生

活の状況の把握及び栄養改善対策等の活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮す

る。 

 

第２  主な活動  

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難施設における健康意識の向上に

努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行うととも

に、食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を図

り、災害発生時においては、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。

また、感染症発生時は、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  保健衛生活動  

（１）基本方針 

災害発生直後より、被災地及び避難施設等に保健師、管理栄養士を派遣し、被災者の救

護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取組むと

ともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

（２）実施計画 

ア 被災者の避難状況を把握し、上田保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班に報告

する。 

イ 被災による精神的ショック、避難生活の長期化による精神的ストレスに対応するため、

必要な場合は県に精神科医の派遣を要請する等必要な措置を講ずる。 

ウ 被災者の健康を確保するために、避難所等の整備に努め、健康相談等を行う。 

エ 被災者の食料確保のため、炊き出し、その他食品の調達について県に対し報告すると

ともに、集団給食施設等の復旧活動等を速やかに推進する。 

【住 民】 

ア 医療・保健の情報を積極的に活用し、自らの健康管理に努めるものとする。 

イ 住民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとしての活動を行うものとする。 
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２  感染症予防対策  

（１）基本方針 

感染症予防対策用器具の整備及び訓練（含む点検）、機材の確保を図るとともに、感染

症予防対策のための組織を明確化し、迅速な感染症予防活動を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、町は県との連携の下に衛生指導、健康調査

などの感染症予防活動を行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速に行い、まん延防止を図る。 

（２）実施計画 

ア 災害時の迅速な感染症予防対策に備え、県に準じて感染症予防対策のための組織を明

確化するとともに、緊急連絡網、人員配置等事前の感染症予防計画を樹立し、被災時に

は迅速に対応する。 

イ 災害発生に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（含む点検）、機材の確保を

図る。 

ウ 感染症発生予防のため、感染症予防対策のための組織を設け、速やかな感染症予防活

動ができるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 

エ 感染症の発生を未然に防止するため、上田保健福祉事務所及び関係機関と緊密な情報

交換を行い、感染症予防対策を講ずる。また、避難施設の施設管理者を通して衛生に関

する自治組織を編成させ、予防のための指導の徹底を図る。 

オ 災害発生時は、感染症予防活動に要する器具機材の必要量を速やかに算出し、不足分

の入手に努める。 

カ 感染症患者又は無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒やねずみ族、昆虫等の駆

除等や、予防接種法による臨時予防接種を県の指示に応じて実施する。 

キ 関係団体の協力を得て、災害防疫実施要綱に基づき、感染症発生状況、感染症対策活

動状況、災害感染症対策所要見込額を取りまとめるとともに、上田保健福祉事務所を経

由して県に報告する。 

ク 感染症予防活動完了後は、速やかに災害感染症対策完了報告書を取りまとめ、上田保

健福祉事務所を経由して県に提出する。 

ケ 災害感染症予防活動終了後、災害に要した経費を他の感染症予防活動に要した経費と

は明確に区分して把握する。なお、災害が激甚災害に対するための特別の財政援助等に

関する法律により、激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定がなされた場

合は、必要書類を災害防疫実施要綱に基づき作成し、上田保健福祉事務所を経由して県

に提出する。 

【住 民】 

町の行う広報、衛生組織を通しての指導を参考にして、居住地域の衛生の確保に努める。 

また、避難施設においては、町の指導の下施設管理者が中心となり衛生に関する自治組

織を編成して、感染症予防に努める。 
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第１８節 遺体の捜索及び処置等の活動 

第１  基本方針  

災害時において、行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推

定される者の捜索は、町が、県警察本部、消防機関等の協力の下に実施する。 

また、多数の死者が生じた場合は、広域的な応援により、その処理を遅滞なく進める。 

 

第２  主な活動  

関係機関との連携を密にし、遺体の捜索を行うとともに、多数の死者が生じた場合は、衛

生上の問題及び人心の安定を図る見地から、的確な処置を施す。 

 

第３  活動の内容  

１  遺体の捜索及び処置  

（１）基本方針 

ア 遺体の捜索は、町が、県警察本部、消防機関の協力の下に行う。 

イ 災害時において多数の死者が生じた場合、遺体収容所の確保、身元の確認、縁故者へ

の連絡、身元が判明しない遺体の埋・火葬等について的確な処置を行う。 

ウ 多数遺体の検視については、発見地を管轄する警察署長が行い、検視の主目的は死因

の究明と身元確認資料の収集であり、不自然な遺体があれば検視規則による司法検視・

解剖に移行する。 

エ 検視場所、遺体安置場所等をあらかじめ把握するとともに、避難施設との兼ね合い、

建物の崩壊等によりその場所が使用不可能となることもあるので、このような場合は、

空地にテントを設置しての検視活動も考慮する。 

（２）実施計画 

ア 遺体の捜索を、県警察本部、消防機関等の協力の下に実施する。 

イ 被災現場付近の適当な場所に遺体の収容所を開設し、遺体を収容する。なお、場所に

ついては予め選定しておくことが望ましい。また、ドライアイス、棺など収容に必要な

機材をＪＡ等の葬祭業者を通じて確保する。 

ウ 収容した遺体及び遺留品等の整理について必要な事項を定める。 

エ 身元が判明しない遺体の埋・火葬を行う。 

オ 外国籍住民等の遺体を引き受けた場合は、遅滞なく遺族や関係機関と連絡をとり、遺

体の措置について協議する。 

カ 火葬許可証発行事務処理体制の整備を行う。 

キ 遺体運搬車、棺及び火葬場の不足等遺体の処置等に関して、他の地方公共団体等から

の応援を必要とする場合は、県等に要請する。 
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第１９節 廃棄物の処理活動 

第１  基本方針  

災害発生後のごみ、し尿の適正な処理は、環境の保全、住民衛生の確保、早期の復旧・復

興活動を行ううえで重要となる。 

町によるごみ、し尿の処理活動の実施とともに、必要に応じて広域応援による処理を行う。 

 

第２  主な活動  

１ ごみ、し尿の迅速かつ適正な処理のための活動を行う。 

２ 処理能力を超える場合は広域応援による処理を図る。 

 

第３  活動の内容  

１  ごみ、し尿の処理対策  

（１）基本方針 

町は、被災地における衛生的環境を確保するため廃棄物の処理活動を行う。 

（２）実施計画 

ア 災害廃棄物の発生量及びその処理見込み、廃棄物処理施設の被害状況及び稼働見込み

等の把握を行うとともに、県に対して報告する。 

イ 被災地における環境保全の緊急性を考え、臨時雇い、機材リース等の措置を講じて廃

棄物の早期処理体制の確立を図る。 

ウ 下水道使用地域等で災害によりトイレが使用不能になった場合は、必要に応じて仮設

トイレを設置する等の対策を講ずる。 

エ 生ごみ、し尿等腐敗性廃棄物については防疫に留意し、可能な限り早期の収集に努め

る。 

オ 災害により粗大ごみ、不燃性ごみ等が大量に発生し、処理施設での処理が困難な場合

は、必要に応じて仮置き場を設ける。この場合、設置場所、周辺環境等に十分な注意を

払う。 

カ 収集に当たっては処理施設の負担軽減を図るため、被災状況に応じできる限り平時の

分別区分による収集に努める。 

キ ごみ、し尿の処理に必要な処理業者が不足し必要と認める場合は、県に手配を要請す

る。 

ク 被災地の災害廃棄物の処理に要した経費及び廃棄物処理施設の原状復旧に要した経

費について国庫補助を受けようとする場合は、災害発生後速やかに上田地域振興局へ報

告する。 
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【住 民】 

住民は、災害により発生したごみを町が指定した場所に搬入する。 

搬入に当たっては、分別区分等町が指定した方法を順守し、集積場所の衛生確保に協力

する。また、生ゴミ等の農地還元が可能な腐敗性廃棄物の処理については、できる限り自

家処理を行う等、ごみの減量化に積極的に取組むものとする。 

 

２  廃棄物処理の広域応援  

（１）基本方針 

発生した廃棄物の量、廃棄物処理施設の被害状況等により、町のみでは、廃棄物処理が

困難と認められるときは、広域的な応援の要請を行う。 

（２）実施計画 

収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は近隣市町村から応援を求め

る。 
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第２０節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

第１  基本方針  

災害発生後は、被災地の社会的混乱や被災者の心理的動揺が予想され、社会秩序の維持が

重要な課題となる。また、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の安定供給の

ための措置が必要となる。 

 

第２  主な活動  

１ 災害発生後の社会秩序を維持するための活動を実施する。 

２ 災害発生後の物価の安定、物資の安定供給を図る。 

 

第３  活動の内容  

１  社会秩序の維持  

（１）基本方針 

災害発生時には、被災者を対象とした悪質商法、詐欺事件、社会的な混乱下での産業廃

棄物等の不法処理事犯、窃盗事件等が横行する可能性がある。 

したがって、社会秩序を維持するため、関係機関の適切な措置により、このような事犯

を未然に防止するとともに、悪質な業者を検挙する必要がある。 

（２）実施計画 

ア あらゆる手段により適切な情報を迅速に被災住民に周知する。 

イ 災害応急復旧措置を迅速かつ的確に実施する。 

ウ 広報啓発活動を推進する。 

エ 地区防災会議、自主防災組織による防犯パトロール及び高齢者世帯訪問活動を実施す

る。 

 

２  物価の安定、物資の安定供給  

（１）基本方針 

災害の発生により、物流経路の分断、市場の機能低下、小売店の閉鎖などから、生活関

連物資の供給不足やそれに伴う品切れ、価格の高騰、便乗値上げ等が起こるおそれがある。 

このため、物価の安定、物資の安定供給を図り、被災者の経済的生活の安定に寄与する。 

（２）実施計画 

ア 買占め売惜しみ及び便乗値上げを防ぐため、生活必需物資等の価格需給動向について

調査、監視を行う。 

イ 適正な価格もしくは条件による販売、流通を確保するため、関係業界に対して協力を

要請する。 



第２編 風水害対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-211- 

ウ 情報の不足、混乱により損なう消費者利益を回復するため、生活必需物資の価格、供

給状況等について必要な情報を提供する。 

エ 買占め売惜しみ、便乗値上げ、災害に便乗した悪質商法等に対する消費者からの相談

に対応するため、相談窓口等を設置する。 

オ 町内又は上小管内の流通業者との連携を図る。 

【住 民】 

集団心理的パニックを防ぐため、自ら冷静な消費行動に努めるものとする。 
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第２１節 危険物施設等応急活動 

第１  基本方針  

風水害等発生時において、危険物、高圧ガス、液化石油ガス、毒物劇物等の危険物品及び

大気汚染防止法に定める特定物質（以下「危険物等」という。）を取り扱う施設又は石綿使

用建築物等（以下「危険物施設等」という。）に損傷が生じた場合、危険物等の流出、爆発、

火災等により、当該施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれがあることか

ら、当該施設にあっては、施設の点検を速やかに実施するとともに、施設損傷時には応急措

置を速やかに実施し、危害の防止を図る。 

また、町は関係機関と相互に協力し、迅速かつ的確な応急措置を行い、当該施設による災

害防止及び被害の軽減を図る。 

 

第２  主な活動  

１ 危険物施設における、危険物の流出、爆発及び火災の発生防止並びに被害拡大防止のた

めの応急対策を実施する。 

２ 液化石油ガス施設における、火災、爆発及び漏洩の発生防止並びに臨時供給のための応

急対策を実施する。 

３ 毒物・劇物保管貯蔵施設における、毒劇物の漏洩、流出等の発生防止並びに被害拡大防

止のための応急対策を実施する。 

 

第３  活動の内容  

１  共通事項  

（１）基本方針 

風水害等発生時において、町は、県及び上田地域広域連合消防本部と連携し、危険物施

設等の損傷等による危険物等の流出、爆発及び火災の発生防止並びに被害の拡大防止等の

応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安全を確保する。 

（２）実施計画 

ア 災害発生時等における連絡 

危険物施設等において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における関係機

関との連絡体制を確立する。 

イ 漏洩量等の把握 

関係機関と連携のうえ、飛散、漏洩、流出又は地下に浸透した危険物等の種類、量及

びその流出先の把握に努める。 

ウ 危険物施設等の管理者等に対する指導 

危険物施設等の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう指

導する。 
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エ 周辺住民への広報の実施 

周辺住民に対して広報活動を行い、安全を確保する。 

オ 環境汚染状況の把握 

必要に応じて、関係機関と連携して周辺環境調査や水質・大気質の測定を行い、環境

汚染状況を的確に把握する。 

なお、下流に浄水場等が所在する場合など、危険物等が流入した場合に広範に影響を

及ぼす施設等が所在する場合は、重点的に調査を行う。 

カ 人員、機材等の応援要請 

必要に応じて、他の都道府県・市町村に対して応援要請をし、応急対策等を行う。 

 

２  危険物施設応急対策  

（１）基本方針 

風水害等発生時において、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発及び火災の発

生防止並びに被害の拡大防止等の応急対策を実施し、当該施設の関係者及び周辺住民の安

全を確保する。 

（２）実施計画 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

町長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、危険物施設の管理

者等に対し、販売取扱所等の使用の一時停止等を命ずる。 

イ 災害発生時等における連絡 

危険物施設において災害が発生し又は発生のおそれがある場合における連絡体制を確

立する。 

ウ 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者等に対し、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次に

掲げる事項について指導する。 

(ｱ) 危険物施設の緊急使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするととも

に、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等をする。 

(ｲ) 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施すると

ともに、施設周辺の状況把握にも努める。 

(ｳ) 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適

切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、

浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等

災害発生に備えた措置も併せて講ずる。 
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(ｴ) 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

ａ 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じ

た初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置

を迅速かつ的確に行う。 

ｂ 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに依田窪南部消防署、上田警察

署等関係機関に通報する。 

ｃ 相互応援の要請 

必要に応じ、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取

扱事業所に応援を要請する。 

ｄ 従業員及び周辺地域住民に対する措置 

依田窪南部消防署、上田警察署等関係機関と連携し、広報の実施等従業員及び周

辺地域住民の安全確保のための措置を行う。 

 

３  液化石油ガス施設応急対策  

（１）基本方針 

災害発生時における、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動及び応急供給活動

については、(一社)長野県エルピーガス協会に要請しているが、他地区からの応援等を含

めた、より効果的な体制を確立する必要がある。 

（２）実施計画 

県が実施する対策に協力する。 

 

４  毒物・劇物保管貯蔵施設応急対策  

（１）基本方針 

毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管貯蔵施設等が風水害等により被害を受け、

毒物劇物が飛散し、漏れ、流出、しみ出又は地下に浸透し、保健衛生上の危害が発生し、

又は、そのおそれのある場合は、直ちに的確な情報を保健福祉事務所・警察署又は消防機

関に通報するとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な措置をとる。 

また、県は、事故発生時に緊急に必要とされる中和剤、吸収剤等の速やかな供給を行う。 

（２）実施計画 

ア 周辺住民に対して緊急避難、広報活動を行う。 

イ 飲料水汚染のある場合、水道使用者、井戸水使用者に対し通報を行う。 

ウ 消防機関において、中和剤、吸収剤等の使用による毒物劇物の危害除去を行う。 

【営業者及び業務上取扱者】 

ア 災害後直ちに貯蔵設備等の点検及び必要な災害防止措置を講ずるとともに、その旨を

保健福祉事務所、警察署又は消防機関へ連絡する。 

イ 毒物劇物の漏洩、流出、拡散等の場合には、中和剤、吸収剤等により周辺住民の安全

対策を講ずる。 
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第２２節 ライフライン施設応急活動 

第１  基本方針  

ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、町

は、災害発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保す

るとともに、機動力を発揮して応急復旧に努める。なお、必要に応じ、広域的な応援体制を

とるよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ 応急給水に必要な飲料水を確保するとともに、計画的な復旧作業を行い、給水機能の回

復を図る。 

２ 情報の収集・連絡を迅速に行い、被害規模の早期把握に努める。 

３ 収集された情報に基づき、応急対策の実施体制をとる。 

４ ライフラインとしての機能を最低限確保するため、所要の応急対策をとる。 

５ 感電事故防止と復旧見込み等に関する広報を行い、二次災害防止に努める。 

 

第３  活動の内容  

１  上水道施設の復旧活動  

（１）基本方針 

復旧作業については、町の指定給水装置工事事業者等が復旧工事を行う。 

なお、大規模な災害においては、近隣市町村からの応援等が必要になるため、復旧要員、

資材、機材及び重機等を確保し、早期の復旧を図る。 

（２）実施計画 

ア 被害状況の把握と復旧計画の策定を行う。 

イ 復旧体制の確立を行う。 

ウ 被災の状況により近隣市町村等へ応援要請を行う。 

エ 住民への広報活動を行う。 

オ 指定給水装置工事事業者等との調整を行う。 

【関係機関】 

施工業者は、町が発注する工事に対し、積極的に応じるものとする。 

 

２  下水道施設の復旧活動  

（１）情報の収集連絡、被害規模の把握 

ア 基本方針 

町は、管理する下水道施設について、その被害状況を早期にしかも的確に把握する必

要がある。 
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このため下水道施設台帳・農業集落排水処理施設台帳を活用し、被害箇所及び被害状

況の的確な把握に努める。 

イ 実施計画 

下水道施設台帳（管渠施設、処理場施設）・農業集落排水処理施設台帳（管渠施設、処

理場施設）を活用し、被害箇所及び被害状況を把握する。 

（２）応急対策の実施体制 

ア 町は、災害対策要領等に沿って、発災後速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制

の確立及び対策本部の設置等、必要な体制をとらなければならない。また、被害が甚大

である場合には、あらかじめ締結してある広域応援協定に基づき、他の地方公共団体等

に応援を求める等の措置を講ずる必要もある。 

イ 実施計画 

(ｱ) 災害対策要領等に沿って速やかに職員を非常招集し、対策本部の設置等必要な体制

をとる。 

(ｲ) 被害が甚大である場合には、他の地方公共団体に応援を求める等の措置を講ずる。 

（３）応急対策の実施 

ア 基本方針 

下水道は、住民の安全で清潔かつ快適な生活環境の確保のために必要不可欠なライフ

ラインの一つであり、災害時においても、ライフラインとしての機能の応急的な確保に

努める必要がある。町は、備蓄してある応急資材等の活用を図るほか、必要に応じて建

設振興協議会等の協力を得て、下水道の機能回復のために必要な緊急措置を講ずる。 

イ 実施計画 

(ｱ) 管渠 

ａ 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンド等による止水、可搬式ポンプに

よる緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、排水機能の回復に努める。 

ｂ 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な

措置をとらせる。 

(ｲ) 処理場 

ａ 停電によりポンプ場及び処理場の機能が停止又は低下した場合、自家発電装置に

よってポンプ場及び処理場の機能回復に努める。 

ｂ 処理場への流入水量の異常な増加により、二次災害の防止のため止むを得ず緊急

的な措置としてバイパス放流を行う場合は、速やかに連絡網により連絡を行う。 

ｃ 処理場での下水処理機能が麻痺した場合においては、応急的に簡易処理を行う等

の措置を講ずる。 

【関係機関】 

下水道の建設、維持管理に携わる業者は、町の依頼に応じて、応急的な工事及びそれに

必要な資機材の調達に協力するものとする。 

【住 民】 

下水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合は、これに協力するものとする。 
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３  電力施設の復旧活動  

（１）基本方針 

停電による社会不安の除去、感電事故防止、送電再開時の火災予防等に関し、中部電力

(株)と連携を密にして、広報活動を中心とした二次災害防止活動に努めるものとする。 

（２）実施計画 

中部電力(株)からの要請に基づき、町の音声告知端末、広報車、防災行政無線（同報系）

等可能な広報手段により、住民に対する広報活動を行う。 

ア 停電による社会不安除去に関する事項 

(ｱ) 停電の区域 

(ｲ) 復旧の見通し 

イ 感電等の事故防止に関する事項 

(ｱ) 垂れ下がった電線に触れないこと。 

(ｲ) 断線した高圧線鉄塔等に近寄らないこと。 

ウ 送電再開時の火災予防に関する事項 

(ｱ) 電熱器具等の開放確認 

(ｲ) ガスの漏洩確認 
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第２３節 通信・放送施設応急活動 

第１  基本方針  

災害時において通信・放送は、正確な情報の収集伝達手段として非常に重要な役割を果た

し、あらゆる災害応急活動を迅速に行ううえで必要不可欠なものである。これらの確保を図

るため必要な対策計画を定める。 

 

第２  主な活動  

１ 町は、防災行政無線通信施設及びＣＡＴＶ・音声告知端末施設の復旧活動、疎通維持を

行う。 

２ 電気通信事業者は、通信施設の復旧活動、重要回線及び避難所の通信確保を行う。 

３ 放送機関は、放送施設の復旧活動及び放送の継続確保を行う。 

 

第３  計画の内容  

１  町防災行政無線通信及びＣＡＴＶ・音声告知端末の応急活動  

（１）基本方針 

災害情報等が円滑に収集伝達できるよう通信を維持するとともに、通信施設に被害が発

生した場合には、障害の早期復旧に努め、住民及び行政・防災関係機関との通信回線の確

保に当たる。 

（２）実施計画 

ア 業者と協力して、通信施設の緊急点検・巡視を行い、当該施設の被災状況等を把握す

る。 

イ 通信施設が被災した場合には、町職員と保守業者により復旧活動を行い、通信の確保

に当たる。 

ウ 停電が発生し、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、燃料の調達、供

給を図る。 

エ 災害時用通信手段なども使用不能又は困難となった場合には、非常通信によるものと

し、近隣の使用可能な通信手段をもつ機関に通信を依頼する。 

オ 孤立防止無線など災害時用通信手段により通信の確保を図る。 

 

２  電信電話施設の応急活動  

（１）基本方針 

町は、東日本電信電話㈱長野支店、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ長野支店、ＫＤＤＩ(株)、

ソフトバンクモバイル㈱と連携し、東日本電信電話㈱長野支店、㈱エヌ・ティ・ティ・ド

コモ長野支店、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクモバイル㈱が実施する電信電話施設の復旧活動
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に協力する。また、災害の状況により、避難所等に無料特設公衆電話が設置された場合や、

災害用伝言ダイヤル「171」のシステム提供が実施された場合には、住民に対する広報活

動によりその利用方法等について周知する。 

（２）実施計画 

東日本電信電話㈱長野支店、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ長野支店、ＫＤＤＩ㈱、ソフ

トバンクモバイル㈱が実施する計画 

ア 重要通信の疎通確保 

イ 特設公衆電話の設置 

ウ 災害用伝言ダイヤル等の提供 

エ 情報提供等 

 

３  放送機関の応急活動  

災害が発生した場合には、放送の継続のために、日本放送協会、信越放送㈱、㈱長野放送、

㈱テレビ信州、長野朝日放送㈱、長野エフエム放送㈱は、各放送機関で定めてある非常災害

対策規程に基づき、放送施設の復旧活動など必要な処置をとる。 
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第２４節 災害広報活動 

第１  基本方針  

誤った情報等による社会的混乱を防止し、住民の不安を解消するとともに、被災地や隣接

地域の住民の適切な判断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確かつわかりやす

い情報の速やかな提供及び住民等からの問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速に対応を

行う。 

なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国籍住民、外国人旅行者等要配慮者に対し

て、十分配慮するよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ 住民等への的確な情報の伝達を行うために広報活動を行う。 

２ 住民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応を行うため、窓口を設置する。 

 

第３  活動の内容  

１  住民等への的確な情報の伝達  

（１）基本方針 

町、県、放送局及び関係機関が相互に緊密な連絡をとり、災害の状況に関する情報や生

活関連情報等被災者に役立つ正確かつきめ細やかな情報を、可能な限り多くの媒体を活用

し適切に提供する。 

また、災害発生時には情報の混乱等も予想され、的確な情報の伝達、効果的な応急活動

の実施のためには、報道や取材についての報道機関の協力も必要である。 

（２）実施計画 

災害情報共有システム（Ｌアラート）を活用するとともに、県、関係機関と緊密な連絡

をとり、相互に協力しながら、広報資料の収集に努め、住民に対し、テレビ、ラジオ、パ

ソコンネットワーク、防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、音声告知端末、掲示板、広報

紙等を活用し、災害の規模に応じ次の情報を提供する。 

ア 災害の状況に関する情報・応急対策に関する情報 

イ 二次災害の予防に関する情報 

ウ 避難施設・経路・方法等に関する情報 

エ 医療機関等の生活関連情報 

オ ライフラインや交通施設等公共施設等の復旧情報 

カ 交通規制、交通機関の運行等の状況に関する情報 

キ それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

ク 安否情報 

ケ その他必要と認められる情報 
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【報道機関】 

報道機関は、災害報道に当たっては、可能な限り、高齢者、障がい者、外国籍住民等の

要配慮者に対する配慮をした報道を行うよう努めるものとする。 

【関係機関】 

町、県と緊密な連絡をとり、相互に協力しながら、広報資料の収集に努めるとともに、

それぞれの業務について、住民に対しテレビ、ラジオ、チラシ等を利用して広報活動を行

うものとする。 

 

２  住民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応  

（１）基本方針 

町、県及び関係機関が相互に緊密な連携を図り、住民等からの問い合わせ、要望、意見

等に的確かつ迅速な対応を行う。 

また、効果的に住民等からの問い合わせ等に対応することは、災害応急活動の円滑な実

施を行ううえでも重要である。 

（２）実施計画 

必要に応じ、専用電話、ファックス、町ホームページ、相談職員の配置などにより、災

害の状況等に即した相談窓口を設置する。 
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第２５節 土砂災害等応急対策 

第１  基本方針  

風水害により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、的確な避難、

応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。 

 

第２  主な活動  

被災状況、土砂災害等の規模を早急に調査し、崩壊、地滑り、土石流等現象ごとに今後考

えられる状況、情報を提供し、応急工事を実施する。 

 

第３  活動の内容  

１  大規模土砂災害対策  

（１）基本方針 

大規模な土砂災害が急迫している状況において、町が適切に住民の避難勧告等の判断等

を行えるよう被害の想定される区域・時期の情報を提供する。 

（２）実施計画 

ア 警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を講

じる。 

イ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

ウ 情報収集で得た画像等については、ライフライン施設等の被害状況の早期把握のため、

ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

【住 民】 

警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）等が出された場合これに迅速

に従うものとする。 

 

２  地滑り等応急対策  

（１）基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被害を最

小限に留めるために応急工事を実施する。 

（２）実施計画 

ア 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を

講ずる。 

イ 地滑り被害拡大を防止するための排土・雨水浸透防止等の応急処置及び監視を行う。 

ウ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 
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エ 災害の危険性が高まり、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政

機関に速やかに助言を求める。 

【住 民】 

警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）等が出された場合これに迅速

に従うものとする。 

 

３  土石流対策  

（１）基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、住民等に対し警戒避難情報を

提供し人命の安全確保を図るとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

（２）実施計画 

ア 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を

講ずる。 

イ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

ウ 災害の危険性が高まり、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政

機関に速やかに助言を求める。 

【住 民】 

警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）等が出された場合これに迅速

に従うものとする。 

 

４  崖崩れ応急対策  

（１）基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被害を最

小限に留めるために応急工事を実施する。 

（２）実施計画 

ア 警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難勧告、避難指示（緊急）等の処置を

講ずる。 

イ 崩壊被害の拡大を防止するための雨水浸透防止等の応急処置及び監視を行う。 

ウ 必要に応じて国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

エ 災害の危険性が高まり、避難勧告又は避難指示（緊急）の対象地域、発令及び解除の

判断時期等について必要があると認められる場合は県、指定行政機関及び指定地方行政

機関に速やかに助言を求める。 

【住 民】 

警戒避難情報に注意を払い、避難勧告、避難指示（緊急）等が出された場合これに迅速

に従うものとする。 
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第２６節 建築物災害応急活動 

第１  基本方針  

災害による被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保するた

めに避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

 

第２  主な活動  

１ 災害発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、

落下等の危険性があるものについては応急措置を講ずる。 

２ 文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は見学者の生命・身体の

安全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急措置を講

ずる。 

 

第３  活動の内容  

１  建築物  

（１）基本方針 

災害による被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保する

ために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

（２）実施計画 

ア 町が管理、運営する庁舎、社会福祉施設、病院、町営住宅、町立学校等については、

速やかに被害状況を把握し、利用者の避難誘導等の必要な措置を講ずる。 

イ 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の確保を図るため、必要に応じ

て被害状況を調査し、危険度の判定を実施する。また、災害の規模が大きく、町におい

て人員が不足する場合は、県もしくは近隣市町村に対して支援を求める。 

ウ 必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住

を継続できる住宅の応急修繕を推進する。 

【建築物の所有者】 

ア 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置

を講ずる。 

イ 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、

屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置を講ずる。 

 

２  文化財  

（１）基本方針 

文化財は貴重な国民的財産であるため、被災した場合は見学者の生命・身体の安全を確

保するとともに、被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を行う。 
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（２）実施計画 

町教委は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期

すよう指導するとともに、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、

被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。 

【所有者又は管理者】 

ア 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行うものとする。 

イ 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行うものとする。 

ウ 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、町教委へ報告し、被

害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を町教委、県教育委員会、文

化庁の指導を受けて実施するものとする。 
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第２７節 道路及び橋梁応急活動 

第１  基本方針  

風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に

応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかな路上障害物の除去及び

応急復旧工事を行う。 

道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報提供を行う。 

また、被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第２  主な活動  

１ 道路及び橋梁の被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧を行うとともに交通規制を

行い、道路状況を提供する。 

２ 被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第３  活動の内容  

１  道路及び橋梁応急対策  

（１）基本方針 

風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、早急にパトロール等を実施するこ

とにより被害状況等を把握し、必要に応じて迂回道路の選定を行うとともに、交通規制等

が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。 

また、交通機能確保のために路上障害物の除去及び被災道路・橋梁の応急復旧計画を策

定し、長和町建設振興協議会等の関係団体に協力を要請し、速やかに応急復旧工事を行う。 

道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報提供を行う。 

（２）実施計画 

ア 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、パトロール等を実施す

るとともに住民等からの情報収集を行う。なお、被害の概況がまとまり次第、速やかに

県に報告する。 

イ パトロール結果及び住民等からの情報をもとに、必要に応じて迂回道路の選定を行い、

交通規制が必要な箇所は、関係機関と連絡を図り、必要な措置をとる。 

ウ 災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送道路の指定状況、迂回路等の情報につ

いて、立看板等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して情報提供を行う。 

エ パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路及び橋

梁等の応急復旧計画を策定し、長和町建設振興協議会等の関係団体に協力を要請し、緊

急交通路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。また、路上の障害物の除去及び応

急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し

て適切な方法を選択する。 
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２  関係団体との協力  

（１）基本方針 

風水害により道路及び橋梁等の被害が激甚の場合、各関係機関と締結した相互応援の協

定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。 

（２）実施計画 

町のみでは応急活動及び復旧活動が困難の場合、各関係機関と締結した相互応援の協定

に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。 
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第２８節 災害の拡大防止と二次災害防止活動 

第１  基本方針  

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また二次災害が発生す

る場合もある。 

被害を最小限に抑えるため以下のような応急活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 構造物に係る二次災害防止のための活動を実施する。 

２ 危険物施設等に係る二次災害防止のための活動を実施する。 

３ 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害防止のための活動を実施す

る。 

４ 倒木等の流下による二次災害防止のための活動を実施する。 

５ 危険箇所の緊急点検等の活動を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  構造物に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

道路・橋梁等の構造物についても倒壊等の二次災害を防止するための措置を講ずる必要

がある。 

（２）実施計画 

町内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りな

がら交通規制、応急復旧を行う。 

 

２  危険物施設等に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

ア 危険物関係 

危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発や火災等による被害から関係者及び住

民の安全を確保するため、被害の拡大防止のための活動が必要である。 

イ 液化石油ガス関係 

二次災害を防止するためには、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動を効果

的に実施することが重要であり、そのためには、他地区からの応援等も含めた体制が必

要である。 
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ウ 毒物劇物関係 

毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管施設が被害を受け二次災害発生のおそれ

がある場合は、直ちに保健所、警察署、消防署等関係機関に対して通報するとともに危

害防止のため必要な措置をとる。県は事故処理剤の供給等を行うとともに必要な情報の

提供を行う。 

（２）実施計画 

ア 危険物関係 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

町長は、災害防止等のため緊急に必要があると認められるときは、町の区域におけ

る危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命じる。 

(ｲ) 災害発生時等における連絡 

危険物施設等において災害が発生し又は発生するおそれのある場合における連絡

体制を確立する。 

(ｳ) 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者

等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次項に掲げる項目につ

いて指導する。 

【危険物施設の管理者】 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするととも

に、危険物の移送を中止するものとする。 

(ｲ) 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施すると

ともに、施設周辺の状況把握にも努めるものとする。 

(ｳ) 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適

切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、

浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等

災害発生に備えた措置も併せて講ずるものとする。 

(ｴ) 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

ａ 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じ

た初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置

を迅速かつ的確に行うものとする。 

ｂ 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防署、警察署等関係機関に

通報するものとする。 
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(ｵ) 相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取

扱事業所に応援を要請するものとする。 

(ｶ) 従業員及び周辺住民に対する措置 

消防、警察等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安全確

保のための措置を行うものとする。 

（３）その他 

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害の防止活動については、上田地域

広域連合消防本部と協力して、関係機関等に対して指導徹底する。 

 

３  河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止  

（１）基本方針 

浸水被害が発生した場合、その被害を最小限に抑えるため、また再度災害の発生を防止

するための応急活動が必要である。 

（２）実施計画 

ア 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。 

イ 河川管理施設に二次災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険箇所

を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。 

ウ 風水害による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復

させる。 

【住 民】 

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力するものとする。 

 

４  風倒木対策  

（１）基本方針 

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路を閉塞し鉄砲水の原因となったり、

下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もあるため、倒木について

も対策を講ずる必要がある。 

（２）実施計画 

倒木による二次災害の発生を防止するため必要に応じて、倒木の除去等の応急対策を講

ずる。 

 

５  山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

大雨等により、地盤に緩みが生じた場合、その後の降雨等により山腹・斜面の土砂崩壊、

地滑り及び渓流における土石流の発生などの危険性があり、これによる二次災害から住民

を守るための措置を講ずる。 
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（２）実施計画 

ア 緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 

イ 専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、

応急対策を行う。 
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第２９節 ため池災害応急活動 

第１  基本方針  

ため池決壊の災害を軽減するため、点検の結果、安全管理上必要があると認めた場合は、

速やかに応急措置を行い、ため池の安全を確保する。 

 

第２  主な活動  

被害状況の的確な把握と被害の拡大防止のために関係機関と調整を図る。 

 

第３  活動の内容  

１  ため池災害応急対策  

（１）基本方針 

ため池が決壊した場合、もしくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被害

状況等を把握するとともに、応急工事を実施する。 

（２）実施計画 

ア 被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報する。 

イ 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させる。 

ウ 被害を拡大させないよう県の指導協力を受けて早急に応急工事を実施する。 

【関係機関】 

ア 管理団体において、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民の避難が迅速に行える

よう速やかに町に通報するものとする。 

イ 町が実施する応急対策について協力するものとする。 
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第３０節 農林水産物災害応急活動 

第１  基本方針  

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大防止のための栽培・管理技術指

導の徹底を図るとともに、農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止

のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止のための除去を行う。 

また、被災した農林水産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。 

 

第２  主な活動  

被害状況の早期・的確な調査を実施し、関係機関が連携をとりながら、被害の拡大防止と

迅速な復旧に向けて、技術指導等必要な措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  農水産物災害応急対策  

（１）基本方針 

被害を受けた作物の技術指導は、町、県及び農業団体等が協力して行うとともに、病害

虫、家畜疾病の発生・まん延防止の徹底に努める。 

また、被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧に努める。 

（２）実施計画 

ア 農業改良普及センター、農協等関係機関と連携をとり、被害状況の早期・的確な把握

を行い、その結果を上田地域振興局に報告する。 

イ 農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農協等関係機関と連

携をとり、速やかに農業者に周知徹底する。 

【関係機関】 

ア 町と連携をとり、被害状況の把握を行うとともに、農業者に対する講習会等の実施に

より、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に努めるものとする。 

イ 被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進めるものとする。 

【住 民】 

ア 町等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協等の指導に基づき

農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止対策を実施するものとする。 

イ 作目別の主な応急対策 

(ｱ) 水稲 

ａ 浸水・冠水したものは排水に努め、排水後直ちにいもち病、黄化萎縮病、白葉枯

病の防除を行う。 

ｂ 土砂流入田は、茎葉が３分の２以上埋没した場合、土砂を取り除く。 

ｃ 水路等が損壊した場合は修理し、かん水できるようにするが、かん水不能の場合

は、揚水ポンプ等によるかん水を行う。 
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(ｲ) 果樹 

ａ 浸水・滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、根が障害を受けない

よう土砂の排出、中耕などを行う。 

ｂ 倒伏、枝折れ、枝裂け、果樹棚の破損等の応急処置に努める。 

ｃ 傾いた支柱やハウス破損等の応急処置に努める。 

ｄ 果実や葉に付着した泥は、直ちに洗い流す。 

ｅ 病害虫の発生防止のための薬剤散布を行う。 

(ｳ) 野菜及び花き 

ａ 浸水、滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、表土が乾き次第浅く

中耕し、生育の回復を図る。 

ｂ 病害虫の発生防止のための薬剤散布を行う。 

ｃ 傾いた支柱やハウス破損等の応急処置に努める。 

ｄ 葉茎に泥等が付着している場合は、水洗、洗浄を行う。 

(ｴ) 畜産 

ａ 畜舎に流入した土砂はきれいに排出するとともに、畜舎内外の水洗・消毒を十分

行う。また、乾燥を図り疾病及び病害の発生を防ぐ。 

ｂ 倒伏した飼料作物は、被害の著しい場合は速やかに刈取りサイレージとし、軽微

な場合は回復を待って適期刈取りに努める。 

(ｵ) 水産 

養殖場に流入した土砂はきれいに排出するとともに、へい死魚の除去を図り疾病及

び病害の発生を防ぐ。 

(ｶ) 菌茸 

ａ 浸水した培養物、発生、生育物は速やかに施設外へ運び処分する。 

ｂ 浸水した施設は、水で泥等を洗浄する。 

ｃ 洗浄後、除菌剤を散布し、乾燥する。 

ウ 被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進める。 

 

２  林産物災害応急対策  

（１）基本方針 

倒木や損傷した素材、製材品については、二次災害の拡大防止のため速やかに除去する

とともに、森林病害虫の発生防除等の徹底に努める。 

また、被災した生産、流通、加工施設等の速やかな復旧を進める。 

（２）実施計画 

被害状況を調査し、その結果を県に速やかに報告するとともに応急復旧のため、技術指

導など必要な措置をとる。 
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【関係機関】 

ア 国有林野内の被災状況を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、二次災害のおそ

れのある場合には、下流地域の市町村と連携を図りその防止に努めるものとする。（東

信森林管理署大門森林事務所） 

イ 町と連絡をとって被災状況を調査し、その結果を速やかに町、県に報告するとともに

応急復旧措置をとるものとする。 

【住 民】 

町等が行う被災状況調査や応急復旧に協力するものとする。 
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第３１節 文教活動 

第１  基本方針  

学校等は多くの児童生徒等を収容する施設であり、災害発生時においては児童生徒等の安

全及び教育を確保する必要がある。 

このため町は、避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応急教育の実施、被災した児童

生徒等に対する教科書の供与等の措置を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 児童生徒等の安全な避難誘導、保護者への引き渡し 

２ 被害状況の把握、授業継続のための措置、学校給食の確保 

３ 被災した児童生徒等に対する教科書の供与、就学援助、保育料の減免 

 

第３  活動の内容  

１  児童生徒等に対する避難誘導  

（１）基本方針 

学校長等は、災害発生に際して、児童生徒等の人命の保護を第一義とした避難誘導活動

に努める。 

（２）実施計画 

学校長等は、風水害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、児童生徒等の安全を

確保するために、以下の事項に留意し適切な避難誘導措置をとる。 

ア 児童生徒等が登園及び登校する前の措置 

台風や大雨に関する情報の収集に努め、風水害が発生又は発生するおそれのある場合

は、休業の措置をとるものとし、児童生徒等及び保護者に周知するとともに町教委にそ

の旨連絡する。 

イ 児童生徒等が在校中の措置 

(ｱ) 情報収集に努め、道路閉鎖や交通機関の運行に支障を生じる前に、安全な方法で退

園及び下校又は保護者への引き渡しを行う。 

(ｲ) 町長等から避難勧告等があった場合及び学校長等の判断により、児童生徒等を速や

かに指定された避難施設へ誘導する。 

(ｳ) 全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、負傷した児童生徒等に適切な処置を

行うとともに所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出に当たる。また、避難

状況を町教委に報告するとともに保護者、町及び関係機関に連絡する。 
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ウ 児童生徒等の帰宅、引き渡し、保護 

(ｱ) 児童生徒等を帰宅させる場合は、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落、河川の

氾濫などの状況を十分把握したうえで、児童生徒等の安全に配慮し、退園及び下校の

方法を決定する。 

(ｲ) 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団退園及び下校をするか、

保護者に直接引き渡す等の措置をとる。 

(ｳ) 災害の状況及び児童生徒等の状況等により帰宅させることが困難な場合は、学校等

又は避難施設において保護する。 

 

２  応急教育計画  

（１）基本方針 

学校においては、災害時の教育活動に万全を期するため、教職員及び学校施設・設備を

早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

（２）実施計画 

ア 町教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、災害発生

時の対応、応急教育に関する対策について学校を指導及び支援する。 

(ｱ) 学校施設・設備の確保  

ａ 学校施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立てて応急措置

を実施する。 

ｂ 学校施設・設備に係る被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業実施困難な場

合及び避難施設として施設を提供したため長期間利用できない施設が生じている場

合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近隣の県立・市町村立の学校施設、その他

公共施設の利用を図るなどの調整を行う。 

(ｲ) 教職員の確保 

災害により教職員に不足をきたし、教育活動の継続に支障が生じている場合、教職

員を確保し、教育活動が行える態勢を整える 

(ｳ) 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしていると

きは、(財)長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

イ 学校長は、災害が発生した場合、以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

(ｱ) 被害状況の把握 

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、町教委、町及び

関係機関へ報告又は連絡する。 

(ｲ) 教職員の確保 

災害の推移を把握するとともに教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育に復

するよう努め、教職員に不足を生じたときは、町教委と連絡をとり、その確保に努め

る。 
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(ｳ) 教育活動 

ａ 災害の状況に応じ、町教委と連絡のうえ、臨時休業等適切な措置を講ずる。この

場合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、その時期については早期に保護者

に連絡する。 

ｂ 被災した児童生徒等を学校に収容することが可能な場合は、収容して応急の教育

を行う。 

ｃ 避難施設等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の分担を定

め、実情の把握に努め、指導を行う。 

ｄ 授業の再開時には、町及びその他関係者と緊密な連絡の下に登下校の安全確保に

努めるとともに、健康・安全指導及び生徒指導に留意する。 

(ｴ) 児童生徒等の健康管理 

ａ 必要に応じ建物内外の清掃、飲料水の浄化、感染症の予防措置等保健衛生に関す

る措置を講ずる。 

ｂ 授業再開時には、必要に応じ教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を実施

するよう努める。 

(ｵ) 教育施設・設備の確保 

ａ 学校施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入禁止等の措置を行う。 

ｂ 施設・設備に災害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施設・設備に

ついて調査し、校舎内外の整備復旧に努める。 

ｃ 残存施設・設備のみでは授業を実施することが困難な場合及び避難施設として施

設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎の建

設や被災を免れた近接の県立・市町村立の学校施設、その他公共施設の利用を図り

授業の実施に努める。 

(ｶ) 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしていると

きは、町教委と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に可能な

限り協力する。 

 

３  教科書の供給及び就学援助等  

（１）基本方針 

町は、被災した児童生徒等の学習を支援するために教科書の供与や、就学援助等の措置

を実施する。 

（２）実施計画 

ア 教科書の供与 

町は、学校における教科書の必要数量を把握し、調達及び配分を行う。 

町における調達が困難なときは、教育事務所を経由して県教育委員会に調達のあっせ

んを依頼する。 
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イ 就学援助 

町教委は、被災した児童生徒等のうち就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法

を定めてその実施に努める。 

ウ 保育料の減免 

町長は、被災した児童生徒等のうち、保育料を納付することが困難な者に対しては減

免の措置をとる。 
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第３２節 飼養動物の保護対策 

第１  基本方針  

災害時においては、人命救助が最優先であるが、被災した動物についても保護・収容・救

護及び避難施設での飼育等の保護措置を実施する。 

 

第２  主な活動  

被災地域における負傷又は放し飼い状態の動物の保護活動及び避難施設における家庭動

物の適正な飼育を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  保護対策等  

（１）基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想されるため、

関係機関による保護活動を行う。 

また、家庭動物が飼い主とともに避難施設に避難することが予想されるため、適正な飼

育環境を確保する。 

（２）実施計画 

ア 関係機関等と協力して被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適切な処置を

講ずる。 

イ 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止するため、

県、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置を講ずる。 

ウ 家庭動物との同行避難について適切な体制整備に努める。 

【飼養動物の飼い主】 

ア 飼養動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）に

基づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し適正に取り扱うものとす

る。 

イ 避難施設に避難した動物の飼い主は、動物愛護及び感染症等の蔓延防止の観点から、

避難施設のルールに従い適正な飼育を行う。 
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第３３節 ボランティアの受入体制 

第１  基本方針  

災害時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に対応

することが求められる。 

事前に登録されたボランティアの受入れはもとより、災害時に全国各地から集まる未登録

のボランティアについても、窓口を設置し適切な受入れを行い、ボランティア活動が円滑に

行われるよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ ボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入体制の確保に努める。 

２ 災害対策本部にボランティアの活動拠点を設置し、必要に応じ資機材等の提供を行う等、

その活動を支援する。 

 

第３  活動の内容  

１  被災地のニーズの把握と受入体制の確保  

（１）基本方針 

災害時のボランティアの受入れに当たっては、被災地のニーズに合わせて行うことが必

要である。町及び町社会福祉協議会は、被災地におけるボランティアニーズを積極的に把

握し、ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターと協力して円滑な受入れを

図る。 

（２）実施計画 

ア 被災地域におけるボランティアニーズの把握に努めるとともに、ボランティア情報の

広報に努める。 

イ 災害対策本部において、ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主

導して行うボランティアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

ウ ボランティアの需給状況等について、随時県災害対策本部に報告する。 

【町社会福祉協議会、日本赤十字社長和町分区等ボランティア関係団体】 

ボランティア担当班を設置し、町災害対策本部との連携の下、ボランティアの受付業務

を行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。 

 

２  ボランティア活動拠点の提供支援  

（１）基本方針 

被災地域におけるボランティア活動の円滑な実施を図るため、ボランティアの活動拠点

を設置し、ボランティア関係団体等との緊密な連携の下に、ボランティアの支援体制を確

立する。 
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（２）実施計画 

災害対策本部にボランティア担当班を設置するとともに、ボランティアが自由に使用で

きるスペース（活動拠点）を確保する。また、必要に応じて物資等の提供を行い、ボラン

ティア活動の支援を行う。 

【町社会福祉協議会】 

ア 町社会福祉協議会は、町災害対策本部内にボランティア担当班を設置し、ボランティ

アニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、具体的活動内容の指示、派遣先、人員

等の調整、活動に必要な物資の提供等を行う。 

イ 近隣の市町村で災害が発生した場合、町社会福祉協議会は、被災市町村へのボランテ

ィアの登録、コーディネート、派遣、必要な物資の調達等の支援を行う。 

【日本赤十字社長野県支部長和町分区】 

町災害対策本部内に赤十字防災ボランティアの活動拠点を設置するとともに、ボランテ

ィアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、コーディネート、派遣、必要な物資の

調達等の支援を行う。 
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第３４節 義援物資及び義援金の受入体制 

第１  基本方針  

大規模な災害が発生した場合には、町は、県及び日本赤十字社長野県支部、社会福祉協議

会、県共同募金会等関係機関と連携を図りながら、国民、企業等から寄託された義援物資及

び義援金を、迅速かつ確実に被災者に配分するため、受入れ、保管、輸送等の公正かつ円滑

な実施に努める。 

 

第２  主な活動  

１  義援物資  

（１）義援物資の募集が必要と認められる災害が発生した場合、義援物資の受付窓口を設置し、

義援物資の募集及び受付を実施する。 

（２）被災者のニーズを把握し、「受入れを希望するもの・足りているもの」のリスト、送り

先、募集期間等を公表し、支援を呼びかける。なお、混乱を防ぐために「個人からの義援

物資は受入れない」などの方針を状況に応じて公表する必要がある。 

（３）義援物資については、被災状況を勘案し、効果的に配分する。 

 

２  義援金  

（１）義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合、義援金の受付窓口を設置し、義

援金の募集及び受付を実施する。 

（２）義援金の配分に当たっては、県及び関係機関等と協力して、義援金配分委員会を組織し、

迅速かつ公正に被災者に配分する。 

 

第３  活動の内容  

１  義援物資及び義援金の募集等  

（１）義援物資 

ア 町は、県及び関係機関等の協力を得ながら、被災地が受入れを希望する義援物資を把

握するとともに、被災地の需給状況を勘案し、募集する義援物資の種類や数量を周知す

る。 

イ 町は、県及び関係機関等と連携して、住民、企業等が義援物資を提供する場合には、

被災地において円滑な仕分けが可能となるよう、梱包に際して品名を明示するなど配慮

した方法について周知する。 

（２）義援金 

ア 町は、義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合、県及び関係機関等の協

力を得ながら義援金の受付窓口を設置し、義援金の募集及び受付を実施する。なお、町
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が募集する義援金については、災害対策本部が募集及び受付の実施を決定し、その取扱

いについては、別途定める。 

イ 町は、義援金の募集に当たっては、募集方法、送り先、募集期間等を定め、報道機関

等を通じて周知を図る。 

ウ 町が義援金を受け入れる場合の対応については、次のとおりとする。 

(ｱ) 一般からの受入窓口を開設する。 

(ｲ) 一般から直接受領した義援金については、寄託者へ領収書を発行する。 

エ 義援金の配分に当たっては、町は、県及び関係機関等と協力して、義援金配分委員会

を組織し、迅速かつ公正に被災者に配分する。 

 

２  義援物資及び義援金の引継ぎ及び配分  

（１）義援物資 

町は、義援物資を配分するまでの間、損傷、紛失等のないよう適正に管理する。 

（２）義援金 

ア 町は、受入れた義援金については、義援金配分委員会に確実に引継ぐとともに、当該

委員会において協議のうえ、迅速かつ公正に配分する。 

イ 県、日本赤十字社長野県支部、社会福祉協議会、県共同募金会等関係機関に寄託され

た義援金についても義援金配分委員会に引継ぐものとする。 

ウ 義援金配分委員会は、募集した義援金を一括管理し、被災状況等を考慮のうえ、対象

者、配分内容、配分方法等の基準を定め、適正かつ速やかに配分する。 
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第３５節 災害救助法の適用 

第１  基本方針  

市町村単位の被害が一定の基準以上となり、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救

助法が適用され、被災者の保護及び社会秩序の保全が図られる。 

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし町長は、知事から委任された救助事務に

ついては、知事の補助機関として実施する。 

 

第２  主な活動  

１ 被害情報の把握を迅速に行い、必要に応じて災害救助法を適用する。 

２ 町、県はそれぞれの役割分担により、迅速な救助を実施する。 

 

第３  活動の内容  

１  災害救助法の適用  

（１）基本方針 

災害の事態に応じた救助を行うため、迅速に被害情報の収集把握を行い、必要に応じ災

害救助法を適用する。 

（２）活動の内容 

ア 町長は、災害による被害情報を迅速に収集把握し、直ちに上田地域振興局長に報告す

るとともに、災害救助法の適用について検討を行う。 

イ 町長は、災害救助法による救助が必要と判断した場合、知事に対して法適用の要請を

行う。なお、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないとき

は、災害救助法の規定による救助に着手するとともに、その状況を直ちにに知事に報告

し、その後の処置に関して知事の指揮を受けなければならない。 

 

法の適用事務 
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２  救助の実施  

（１）基本方針 

町、県は関係機関と協力のうえ、速やかに救助を実施する。 

（２）実施計画 

ア 町長は知事から救助について委任された場合は、職権に基づき救助を行う。委任され

た職権を行使したときは、速やかにその内容を知事に報告しなければならない。 

イ 救助の実施は別表（資料８－２）に定める基準により行う。 
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第３６節 観光地の災害応急対策 

第１  基本方針  

観光地へ通ずる道路が、豪雨、豪雪、地震など災害により寸断され、観光地が孤立状態に

なった場合の救出活動や観光客の安全の確保について、国、県、関係機関と連携し、対応し

ていく。 

 

第２  主な取組み  

１ 観光地で災害が発生した際には県、町、関係機関、観光施設の管理者は、相互の連携に

より、観光客の安全を確保する。 

２ 外国人旅行者のために、避難施設や災害の情報を提供する。 

 

第３  活動の内容  

１  観光地での観光客の安全確保  

（１）町は、観光地での災害発生時の県、関係機関、関係団体との連絡体制を整備し、被害状

況の把握、観光客の保護、救助について迅速に対応する。 

（２）町は、観光地での災害発生時には、本編本章第７節「救助・救急・医療活動」に基づき、

観光客への的確かつ円滑な救助・救急活動を行うとともに、被害状況を早急に把握する。 

（３）消防機関は、観光客の救助活動に当たり、県警察本部と活動区域及び人員配置の調整に

ついて密接な連携を図り、現場の状況に対応する迅速かつ効率的な救助を行う。 

 

２  外国人旅行者の安全確保  

（１）町は、県と連携して、事前登録されている通訳ボランティアを避難施設へ派遣し、外国

人旅行者に対する情報提供や要望の把握を行う。 

（２）町は、観光地の観光案内所で災害時の外国人旅行者避難誘導を行う。 
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第３章 災害復旧計画 

 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第１  基本方針  

被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性

に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すため、復旧・復興の基本方向を決

定し、その推進に当たり必要な場合は、他の地方公共団体の支援を要請する。 

 

第２  主な活動  

１ 原状復旧か又は計画的復興かの基本的方針を早急に決定する。 

２ 復旧・復興に当たり必要に応じ他の自治体への支援を求める。 

 

第３  活動の内容  

１  復旧・復興の基本方針の決定  

（１）基本方針 

町は迅速な原状復旧又は計画的な復興を目指す基本方向を早急に決定し、実行に移る。 

（２）実施計画 

ア 町及び県は、被災の状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向を勘案しつつ、互

いに連携し、迅速な原状復旧を目指すか、又はさらに災害に強い町づくり等の中長期的

課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急に検討し、復旧・復興の基本方

向を定める。 

イ 被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ協同して計画的に行う。 

【関係機関】 

防災関係機関は、町・県の復旧・復興の基本方針の決定に際し、協力を行うものとする。 

【住 民】 

住民は、町・県の復旧・復興の基本方針の決定に際し、協力を行うものとする。 

 

２  支援体制  

（１）基本方針 

復旧・復興に当たり、必要に応じて他の自治体の支援を求め、円滑な実施を図る。 

（２）実施計画 

町は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国や県、他の市町村等に対し職員

の派遣、その他の協力を求める。 
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第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第１  基本方針  

被災者の生活再建を支援し、より安全性に配慮した復興を目指すためには、まず公共施設

等の迅速な原状復旧や、災害によって生じた廃棄物の円滑で適切な処理が求められる。 

関係機関は、可能な限り迅速な原状復旧を図るものとする。 

 

第２  主な活動  

１ 被災施設の迅速かつ円滑な復旧事業を実施し、災害防止の観点から可能な限り改良復旧

を行う。 

２ 円滑かつ適切に災害廃棄物の処理を行う。 

３ 町のみでは人員の確保が困難な場合、応援市町村や県へ職員の派遣要請を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  被災施設の復旧等  

（１）基本方針 

民生の安定、社会経済活動の早期回復、より安全性に配慮した復興のために町及び関係

機関は、被災施設の迅速かつ円滑で再度災害の防止を考慮した復旧活動を行う。そのため、

職員の配備、災害の規模に応じた職員の応援、派遣等の活動体制について必要な措置をと

る。 

（２）実施計画 

ア 被災施設の重要度、被災状況等を検討し、事業の優先順位を定めるとともにあらかじ

め定めた物資、資材の調達計画、人材の広域相互応援計画等に関する計画を活用して、

迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。特に、人命に関わる重要施設に対しては、

早期に復旧できるよう体制等を強化する。 

イ 被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害を防止する観点

から可能な限り、改良復旧を行う。 

ウ 大雨等に伴う地盤の緩みにより土砂災害の危険性が高まっている箇所について、二次

災害防止の観点から、可能な限り、土砂災害防止対策を行う。 

エ ライフライン交通・輸送等の事業者は、復旧に当たり可能な限りにおいて地区ごとの

復旧予定時期を明示して行う。 

オ 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認められるものにつ

いては総合的な復旧事業の推進を図る。 

カ 被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の防止及び復旧事業の効果等具体的に

検討のうえ事業期間の短縮に努める。 

キ 災害復旧の事業に要する費用について、国、県の補助がある事業については、復旧事

業の計画を速やかに作成する。 
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ク 復旧事業に要する費用について、復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、決定を

受けるための査定計画を立て、速やかに査定を受けられる体制を確立する。 

ケ 緊急に査定を行う必要がある事業については、直ちに緊急査定が実施されるよう措置

を講じ、復旧工事が迅速に行われるよう努める。 

コ 暴力団の動向把握を徹底し、復旧・復興事業への参入・介入の実態把握に努めるとと

もに、復旧・復興事業からの暴力団排除活動の徹底に努める。 

 

２  災害廃棄物の処理  

（１）基本方針 

災害から速やかに復帰して生活を再建するうえでも、災害によって生じた廃棄物の円滑

で適切な処理が求められる。 

町は、廃棄物の計画的な収集、運搬等を行い、その円滑で適切な処理に努める。 

（２）実施計画 

ア 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、運搬処分を図り、廃棄物の円滑で適切な処理を行う。また、災害廃棄物の処

理に当たっては、下記事項に留意する。 

(ｱ) 適切な分別を行うことにより、可能な限りリサイクルに努める。 

(ｲ) 復旧・復興計画を考慮に入れ計画的に行うよう努める。 

(ｳ) 環境汚染の防止、住民、作業者の健康管理のため適切な措置を講ずる。 

イ 収集、処理に必要な人員、機材、処理能力が不足する場合は、近隣市町村から応援を

求める。 

 

３  職員派遣  

（１）基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応に当たり、町のみでは人員の確保が

困難な場合がある。 

そのため、町は他の市町村や県に対し、災害の規模に応じ、職員の派遣要請等の必要な

措置をとるものとする。 

（２）実施計画 

ア 町の職員を活用しても、災害復旧になお人員が必要な場合、「長野県市町村災害時相

互応援協定」に基づき、他の市町村に対し、必要な人員及び期間、受入体制を明示し、

職員の派遣の要請を行う。 

イ 被災市町村から要請を受けた場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」に基づき、

職員を派遣する。 
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第３節 計画的な復興 

第１  基本方針  

風水害等により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被災地域

の再建方針として、さらに災害に強い町づくり等の中長期的課題の解決も図る計画的復興を

目指すに当たっては、復興計画を作成し、住民の理解を求めながら、住民の安全と環境保全

等にも配慮した防災町づくりを実施する。 

 

第２  主な活動  

１ 複数の機関が関係し、高度、複雑及び大規模化する復興事業を可及的速やかに実施する

ための復興計画の作成並びに体制整備 

２ 再度災害防止と、より快適な農村環境を目指した、住民の安全と環境保全等にも配慮し

た防災町づくりの実施 

３ 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、国の緊急災害対策本部が設置された災害（以下「特

定大規模災害」という。）が発生した場合の各機関の連携による復興の促進 

 

第３  計画の内容  

１  復興計画の作成  

（１）基本方針 

ア 被災した町の再建に当たり、さらに災害に強い町づくりを目指し、農村構造及び産業

基盤の改変を要するような、多機関が関係する高度、複雑及び大規模な復興事業を、可

及的速やかに実施するために復興計画を作成する。 

イ 当該計画には、持続可能な町づくりの視点から、生活・自然環境、医療福祉、教育、

地域産業等の継続を考慮する。 

ウ 被災地の復興計画の作成に際しては、その検討組織等に、男女共同参画等の観点から

女性・障がい者・高齢者等の参加促進に努めるとともに、地域のコミュニティが被災者

の心の健康の維持を含め、被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことを

考え、その維持・回復や再構築に十分に配慮する。 

エ 当該計画の迅速・的確な作成と遂行のため、国や地方公共団体間との連携等調整を行

う体制の整備を図る。 

（２）実施計画 

関係機関との連携及び県との調整を行うとともに、住民の理解を得ながら迅速かつ的確

に町における復興計画を作成する。 
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２  防災町づくり  

（１）基本方針 

被災した町の再建に当たっては、必要に応じ、再度災害防止とより快適な農村環境を目

指し、「町づくりは現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という理念のもとに、

計画作成段階で町のあるべき姿を明確にして、将来に悔いのない、住民の安全と環境保全

等にも配慮した防災町づくりを住民の理解を求めながら実施する。併せて、女性・障がい

者・高齢者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

（２）実施計画 

ア 住民の早急な生活再建の観点から、防災町づくりの方向について、できるだけ速やか

に住民のコンセンサスを得るように努める。 

イ 防災町づくりに当たっては、河川等の治水安全度の向上、土砂災害に対する安全性の

確保等を目標とするとともに、次の事項に留意する。 

(ｱ) 公園、河川等のオープンスペースの確保等について、単に緊急避難場所としての活

用、臨時へリポートとしての活用など防災の観点だけではなく、地域の環境保全、レ

クリエーション空間の確保、景観構成に資することを、住民に対して十分に説明し、

理解と協力を得るよう努める。 

(ｲ) ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等に当たっては、

各種ライフラインの特性等を勘案し、各事業者と調整を図りながら実施する。 

(ｳ) 既存不適格建築物について、防災とアメニティの観点から、その重要性を住民に説

明しつつ、各種事業等の適切な推進により、その解消に努める。 

(ｴ) 復興計画を考慮して、被災施設等の復旧事業、災害廃棄物の処理事業は、あらかじ

め定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用しつつ、可

能な限り迅速かつ円滑に実施するものとし、必要な場合は傾斜的、戦略的実施を行う。 

(ｵ) 住民に対し、新たな町づくりの展望、計画決定までの手続き、スケジュール、被災

者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を行い、住民が主役となる町づくりを

行う。 

(ｶ) 女性・高齢者・障がい者等の意見が反映されるよう、環境整備に努める。 

ウ 町は、県と連携して、建築物等の解体等による石綿の飛散を防止するため、事業者等

に対し、適切に解体等を行うよう指導・助言する。 

エ 情報収集で得た画像等については、ライフライン施設等の被災状況の早期把握のため、

ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努める。 

【関係機関】 

町と連携を図り、整合性のある事業を実施する。 

【住 民】 

再度災害防止、より安全で快適な町づくりは、自分たちはもちろん、子供たちをはじめ

とする将来のための町づくりでもあることを認識し、防災町づくりへの理解と協力に努め

るものとする。 
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３  特定大規模災害からの復興  

（１）基本方針 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

被災地域の再建は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり、これを可及

的速やかに実施するため、復興計画を作成し、関係機関の諸事業を調整しつつ、計画的に

復興を進める必要がある。 

（２）実施計画 

ア 必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用し、国の復興基本計画等に即

して復興計画を作成し、同計画に基づき各種事業等を実施することにより、特定大規模

災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を

図る。 

イ 特定大規模災害からの復興のために必要な場合、県に対し、職員の派遣を要請する。 
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第４節 資金計画 

第１  基本方針  

災害復旧についての資金の需要を迅速に把握し、適切にして効果的な資金の調達を行うた

めの必要な措置を講ずる。 

 

第２  主な活動  

町は、起債の利用、地方交付税の繰上交付の要請等の必要な措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  資金計画  

町が災害復旧事業を行う場合においては、国、県の負担金（補助金）のほか、増大した臨

時的必要経費の財源措置として、次の制度を活用し資金の調達に努める。 

（１）地方債 

歳入欠陥債、災害対策事業債、災害復旧事業債 

（２）地方交付税 

普通交付税の繰上交付、特別交付税 

（３）一時借入金 

災害応急融資 

 

２  県、町の資金計画に対する関東財務局長野財務事務所の措置  

関東財務局長野財務事務所は、県、町等の緊急な資金需要に応ずるため、関係自治体と緊

密に連絡して必要資金量を調査し、応急資金の貸付を行う。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第１  基本方針  

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般

にわたる救済措置を講ずることにより生活の確保を図る。 

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

のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニテ

ィの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講ずる必要がある。 

 

第２  主な活動  

１ 被災住宅の復興を行う者への支援及び災害公営住宅の建設等を行うとともに、公営住宅

への優先入居を行う。 

２ 被害の状況が被災者生活再建支援法の適用基準に該当する場合は速やかに適用手続等を

実施する。 

３ 被災低所得者支援のため、社会福祉協議会による災害援護資金の貸付等を行う。 

４ 被災地における雇用維持等のため、被災者への職業紹介、労働災害対象者への労災保険

給付等を行う。 

５ 被災した低所得者への必要な生活保護措置を行う。 

６ 被災者への災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の

交付を行う。 

７ 被災者に対し適時適切な金融上の措置を行う。 

８ 被災者の納付すべき租税の徴収猶予及び減免措置を行う。 

９ 被災した被保険者に対する医療費の一部負担金、保険税の減免等の措置を行う。 

10 被災者に対する被災証明の早期交付体制を確立する。 

11 被災者台帳を作成し、被災者の援護を総合的かつ効率的に行う。 

12 被災者等の生活再建等の支援のための相談窓口の設置及び広報を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  住宅対策  

（１）基本方針 

被災した住宅の復興を容易にするため、住宅の建設等に対し、助成を行う。 

また、被災者の住宅を確保するため、災害公営住宅の建設等を行うとともに公営住宅へ

の優先入居の措置を講ずる。 

さらに、居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、必要な情報や支援・サービ

スを提供する。 
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（２）実施計画 

ア 災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会を行い、申込みに必要な、

罹災証明書の発行を行う。 

イ 災害公営住宅 

被災地全域で 500 戸以上、もしくは、町の区域内で 200 戸以上か１割以上の住宅の滅

失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当する戸数を目途に災害公営住

宅の建設を行う。 

ウ 既存町営住宅の再建 

既存町営住宅が災害により、滅失又は著しく損傷した場合には、必要に応じ再建する。 

エ 町営住宅への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に対し、町営

住宅への優先入居の措置を講ずる。 

オ 町外に避難した被災者への支援 

町外に避難した被災者に対しても、避難先の市町村と協力することにより、必要な情

報や支援・サービスを提供する。 

 

２  被災者生活再建支援法による復興  

（１）基本方針 

一定の基準以上の異常な自然現象により被害を受けた者に対して、被災者生活再建支援

法を適用し、生活再建の支援を行う。 

（２）実施計画 

ア 申請書等の確認及び県への送付に関する業務の実施体制の整備を行う。 

イ 災害による住宅被害情報を迅速に把握し、直ちに上田地域振興局長へ報告する。 

ウ 被災者生活再建支援法が適用された場合、被災者に対し、申請に要する罹災証明書等

の必要書類を発行する。 

エ 被災者に対し、被災者生活再建支援法制度の周知を行う。 

オ 被災世帯から提出された申請書類等を確認・点検し、県へ提出する。 

カ 被災者生活再建支援法人から委託された場合、支援金の支給等事務を行う。 

 

３  生活福祉資金等の貸付  

（１）基本方針 

被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金等の貸付を行う。 

（２）実施計画 

ア 町は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸付制度の周知、

活用促進を図るとともに、必要に応じて貸付金の償還に係る利子補給等被災者の負担軽

減措置を講ずる。 
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イ 町社会福祉協議会は、被災した低所得者の生活再建を支援するため、生活福祉資金貸

付制度により、民生・児童委員の協力を得て、災害援護資金等の貸付を行う。なお、必

要に応じて据置期間の延長等資金貸付条件の緩和措置が講じられる。 

 

４  被災者の労働対策  

（１）基本方針 

被災地における雇用維持及び労働問題の円滑な解決を図るため、被災により離職を余儀

なくされた者に対する職業紹介等必要な措置を講ずる。 

（２）実施計画 

【県】 

ア 労働相談 

労政事務所は、災害により生ずる労働問題に関する相談に対応するため被災地におけ

る巡回労働相談所等の措置を講ずる。 

イ 災害により離職を余儀なくされた者に対する措置 

長野労働局、ハローワーク及び関係市町村と連携しながら、合同就職面接会の開催、

職業訓練等による再就職の促進を行う。 

ウ 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第25条に定める措置を適

用するとされた激甚災害であって、職業訓練の受講者が当該災害による離職者等である

場合には、国と連携し、訓練手当の支給、受講料の免除等の措置を行う。 

【長野労働局】 

ア 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進するため、離職者の発生状況、

求人・求職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、被災者のための臨時職業相談

の実施、巡回職業相談の実施、職業訓練受講の指示、職業転換給付金制度の活用等の措

置を講じ、離職者の早期再就職のあっせんを行う。 

イ 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第25条に定める措置を適

用することとされた激甚災害であるときは、災害による休業のため賃金を受けとること

ができない雇用保険の被保険者（日雇労働被保険者を除く。）に対し、同条の定めると

ころにより基本手当を支給する。 

ウ 労働条件の確保、労働力の確保に向けた臨時総合相談窓口を開設する。 

エ 災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払いが生じた場合は、

未払賃金立替制度により迅速に必要な措置を講ずる。 

オ 労災保険給付に当たり、被災労働者が事業場の倒壊等の理由により事業主の証明を受

けられない場合は、当該証明がない場合でも請求書を受理する等、弾力的な運用を行う。 

 

５  生活保護  

（１）基本方針 

被災した低所得者に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生

活を保障するとともに、その生活再建を支援する。 
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（２）実施計画 

福祉事務所長は、被災により生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ生活、

住宅、教育、介護、医療、生業等の扶助を行い、最低限度の生活を保障し、生活再建を助

長する。 

 

６  災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見

舞金の交付  

（１）基本方針 

災害により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を、災害により精神又は身体に著しい

障がいを受けた者に災害障害見舞金を支給する。 

また、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して災害援護資金を貸し付ける。 

（２）実施計画 

ア 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

町は条例に基づき、一定の災害により死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金の支給

を、また、障がいを受けた住民に災害障害者見舞金の支給を行う。 

イ 災害見舞金の支給 

町は条例に基づき、一定の災害により人身、建物災害を受けた住民に災害見舞金の支

給を行う。 

ウ 災害援護資金の貸付 

町は条例に基づき、一定の負傷・住居の被害等を受けた制限所得以内の世帯主に対し

て災害援護資金の貸付を行う。 

【県】 

ア 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 

県は、町が災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害により死亡した者に対し

て支給する弔慰金及び災害により精神又は身体に重度の障がいを受けた者に対して支給

する障害見舞金に要する費用の一部を負担する。 

イ 災害援護資金の貸付 

県は、町が災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害救助法が適用される災害

により被害を受けた世帯に対し、災害援護資金の貸付を行った場合この貸付に要する費

用の貸付を行う。 

ウ 災害見舞金の交付 

県は、災害によって住家又は人的被害を被った世帯又は遺族に対して見舞金を交付す

る。 

 

７  租税の徴収猶予及び減免  

（１）基本方針 

災害による被災者の納付すべき租税の徴収猶予及び減免を行って、被災者の生活の安定

を図る。 
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（２）実施計画 

地方税法又は町税条例に基づき、被災者の租税の期限の延長、徴収猶予、減免等を行う。 

 

８  医療費の一部負担金、保険税の減免  

（１）基本方針 

被災した国民健康保険等の被保険者等に対し、必要に応じて、医療費の一部負担金、保

険税の減免等の措置を講じ、被災者の負担の軽減を図る。 

（２）実施計画 

町は、国民健康保険被保険者証の再交付等を迅速に処理するほか、災害により資産に重

大な損害を受け、又は収入が著しく減少した場合など、療養給付を受ける場合の一部負担

金や保険税の支払いが困難と認められる者に対し、一部負担金や保険税の減免、徴収猶予

等の措置を講ずる。 

 

９  罹災証明書の発行  

（１）基本方針 

被災者に対する支援措置を早期に実施するため、早期にり災証明の交付を行う。 

（２）実施計画 

発災後早期に災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付体制を確立し、

遅滞なく住家等の被害の程度を調査し、被災者にり災証明を交付する。 

 

10 被災者台帳の作成  

（１）基本方針 

災害による被災者を総合的かつ効率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する

情報を一元整理した被災者台帳の作成を行う。 

（２）実施計画 

必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する

事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施

に努める。 

 

11 被災者支援に関する相談窓口の設置、広報、連絡体制の構築  

（１）基本方針 

被災者等の生活再建等の支援のための相談窓口を設置し、広く住民に広報する。 

（２）実施計画 

ア 町長は必要に応じ、町が行う支援対策についての被災者の相談窓口を設置する。 

イ 住民に対し、掲示板、防災行政無線（同報系）、ＣＡＴＶ、音声告知端末、広報紙等

を活用し広報を行う。 

ウ 報道機関に対し、発表を行う。 
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12 長和町災害支援制度  

町は、前述の各種支援対策も含め、災害時における長和町の災害支援制度を定めている。

（資料８－１参照） 

町は、支援制度の周知を図る。 
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第６節 被災中小企業等の復興 

第１  基本方針  

被災中小企業等の事業の早期復旧を図るため、これに必要な資金の円滑な融通等による復

旧対策を推進する等の必要な措置を講ずるとともに、事業再開に対する相談体制を整備し、

総合的な支援を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 事業の早期復旧を図るため、必要な資金の円滑な融通等を実施する。 

２ 事業再開に対する相談体制を整備する。 

 

第３  活動の内容  

１  被災農林事業者に対する支援  

（１）基本方針 

被災農林漁業者等の経営安定又は事業の早期復旧を図るため、資金需要等の把握に努め

融資制度等について次により支援する。 

（２）実施計画 

町は、事業の早期復旧を図るため、必要な資金の円滑な融通等を実施する相談窓口を開

設し、県が実施する対策に協力する。 

【県】 

ア 天災資金 

「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」に基づき政

令で指定する災害によって、損失を受けた被害農林漁業者等に対して次の資金を融資す

る体制を整える。 

(ｱ) 被災農林事業者の経営安定に必要な資金 

(ｲ) 被災農林業組合の事業運営資金 

イ 日本政策金融公庫資金 

「株式会社日本政策金融公庫法」に基づき、被害農林漁業者等に対し、次の資金を融

資することを情報提供する。 

(ｱ) 農地又は牧野等の災害復旧に必要な資金 

(ｲ) 被害農林漁業者の経営再建等に必要な資金 

(ｳ) 復旧造林、樹苗養成施設又は林道の復旧に必要な資金 

(ｴ) 被害農林漁業者の農林漁業施設復旧に必要な資金 

(ｵ) 共同利用施設の災害復旧に必要な資金 
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ウ 農業災害資金 

「長野県農業災害資金融資利子補給等補助金交付要綱」に基づき、知事が指定する災

害によって損失を受けた被害農業者に対し、農業経営に必要な資金を融資する体制を整

える。 

エ 農業災害補償 

「農業災害補償法」に基づき、農業共済組合が農業共済事業を実施し、農業者の不慮

の事故、災害等によって受ける農作物等の損失を補償することにより、農業経営の安定

が図られるよう、補償業務の迅速適正化及び共済金の早期支払体制の確立について指導

を行う。 

 

２  被災中小企業者に対する支援  

（１）基本方針 

被災中小企業の早期復旧を図るため、被害状況、再建のための資金需要等の把握に努め、

これに必要な資金の融通の円滑化等災害復旧対策を推進するため迅速かつ的確な措置を

講ずる。 

（２）実施計画 

町は、事業の早期復旧を図るため、必要な資金の円滑な融通等を実施する相談窓口を開

設し、県が実施する対策に協力する。 

【県】 

ア 次の制度金融の効果的な運用を図る。 

中小企業融資制度資金（融資） 

イ 町、中小企業関係団体等を通じ、利活用できる金融の特別措置について当該被災地域

における中小企業者に対し周知徹底を図る。 

ウ 被災地域を管轄する政府系金融機関等の現地支店に対し、被害の実情に応じ貸付手続

きの簡易迅速化、貸付条件の緩和措置等を要請する。 

エ 長野県信用保証協会に対し、金融機関からの借入れ手続きに際して、債務の保証等に

ついて円滑な実施を要請する。 

オ 商工関係機関による連絡会議を必要に応じて開催するとともに、事業の復旧に関する

相談体制を整備する。 
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第１章 災害予防計画 

 

第１節 地震に強い町づくり 

第１  基本方針  

町内における構造物・施設等について、防災基本計画によるほか、地震防災緊急事業五箇

年計画等に基づき事業の推進を図り、地域の特性に配慮しつつ、地震に強い町づくりを行う。 

また、地震防災施設の整備に当たっては、大規模地震も考慮し、効果的かつ重点的な予防

対策の推進を図るとともに、ソフト対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施に

配慮する。 

 

第２  主な取組み  

１ 施設等の耐震性の確保、町土保全機能の増進等地震に強い町土を形成する。 

２ 地震に強い農村構造の形成、建築物の安全化、ライフライン施設等の機能の確保等地震

に強い町づくりを推進する。 

 

第３  計画の内容  

１  地震に強い町土づくり  

（１）現状及び課題 

長和町は、地質的にみると良い地盤又は基盤そのものに近い岩盤が町域の大部分を占め

ている。しかし、急峻な地形が多く、一部にはもろい地質の地域もあるため、地震による

大きな被害が懸念される。そのため地震災害に強い安全な町土づくりに取組む必要がある。 

（２）実施計画 

ア 総合的・広域的な計画の作成に際しては、地震災害から町土及び住民の生命、身体、

財産を保護することに十分配慮する。 

イ 基幹的な交通・通信施設等の整備に当たっては、各施設の耐震設計やネットワークの

充実などにより、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 

ウ 地滑り、崖崩れ防止などによる土砂災害対策の推進及び、森林などの町土保全機能の

維持増進を図るとともに、住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設等の耐震性

に十分配慮する。 

エ 東海地震、東南海・南海地震及び地震防災戦略が対象とする大規模地震以外の地震に

ついて、国が策定した地震防災戦略を踏まえ、総則第５節「地震被害想定」を参考に減

災目標及び地震防災対策の実施目標を策定し、関係機関・住民等と一体となった効果

的・効率的な地震対策を推進する。 
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２  地震に強い町づくり  

（１）現状及び課題 

建築物の多様化、ライフライン等への依存度の増大により地震の及ぼす被害は多様化し

ており、地震に強い農村構造、建築物への安全化、ライフライン施設の耐震化に配慮した

町づくりが必要になっている。 

（２）実施計画 

ア 地震に強い農村構造の形成 

(ｱ) 幹線道路、河川など骨格的な農村基盤整備及び建築物や公共施設の耐震・不燃化等

により、地震に強い農村構造の形成を図る。 

(ｲ) 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保対策及び発災時の応急体制の

整備、利用者への情報伝達体制・避難誘導体制の整備を強化する。 

イ 建築物等の安全化 

(ｱ) 不特定多数の者が利用する建築物並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な

建築物、要配慮者利用施設等について、耐震性の確保に特に配慮する。特に、防災拠

点となる公共施設等の耐震化について、数値目標を設定するなど、計画的かつ効果的

な実施に努める。 

(ｲ) 住宅をはじめとする建築物の耐震性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等に

努める。 

(ｳ) 既存建築物の耐震診断・耐震補強等を促進する施策を積極的に実施する。 

(ｴ) 建築物における天井材等の非構造部材の落下防止対策、ブロック塀及び家具の転倒

防止対策、エレベーターにおける閉じ込め防止等の安全化等を図る。 

ウ ライフライン施設等の機能の確保 

(ｱ) ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動など

に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、上下水道等の施

設の耐震性の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確

保を進めるものとする。特に、３次医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ライ

ンの重点的な耐震化を進める。 

(ｲ) 関係機関と密接な連携をとりつつ、ライフライン共同収容施設としての共同溝・電

線共同溝の整備を図る。 

(ｳ) コンピューターシステムやデータのバックアップ対策を講ずるとともに、事業所等

における安全確保に向けての自発的な取組みを促進する。 

エ 地質、地盤の安全確保 

(ｱ) 施設の設置に当たっては、崩落、軟弱、液状化等による災害の発生を防止する対策

を適切に実施するほか、大規模開発に当たって十分な連絡・調整を図る。 

(ｲ) 個人住宅等の小規模建築物についても、地質、地盤に対応した基礎構造等について

普及を図る。 

 

 



第３編 震災対策編（第１章 災害予防計画） 

-267- 

オ 危険物施設等の安全確保 

危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設やボイラー施設等

の耐震性の確保、緩衝地帯の整備及び防災訓練の積極的実施等を促進する。 

カ 災害応急対策への備え 

(ｱ) 被災時の対応を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職

員、住民個々の防災力の向上を図るとともに人的ネットワークの構築を図る。 

(ｲ) 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、

公共用地等の活用を図る。 

(ｳ) 県、他市町村との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速か

つ効果的な応急対策等が行えるように努める。 

(ｴ) 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報の整理、支援物資の管理・

輸送等）について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業

者のノウハウや能力等の活用に努める。 
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第２節 情報の収集・連絡体制計画 

第１  基本方針  

災害時には各機関ができる限り早期に的確な対策を行うことが求められるところであり、

そのためには迅速、確実な情報の収集が必要である。 

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づく町、県、関係機関等を結ぶ情報収集・連絡体制の

整備、その情報を伝達する通信手段の整備を進めるとともに、防災関連情報の収集蓄積に努

め、災害危険性の周知や災害予測システムの研究に役立てるものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 情報収集ルートの設定等情報収集・連絡体制の整備を図る。 

２ 防災関連情報のデータベース化を図り、住民等に周知するとともに、震災時の被害予測

システムの研究を推進する。 

３ 情報伝達手段の多ルート化等を推進する。 

 

第３  計画の内容  

１  情報の収集・連絡体制の整備  

（１）現状及び課題 

情報の収集は、災害対策の適否を左右する重要な要素であり、迅速性、確実性が求めら

れる。町は、災害時の情報収集体制をあらかじめ整備するとともに、県や防災関係機関と

の連絡を緊密にするよう努めていくことが必要である。 

（２）実施計画 

ア 被害状況等の把握及び被害調査は、関係機関、団体、住民組織等の協力を求めて実施

するものとするが、あらかじめ情報収集ルート、担当者等を定めておく。 

イ 円滑な情報収集機能の確保を図るため、毎年訓練を実施する。 

ウ 公共施設（役場庁舎及び支所、情報館、老人福祉センター等）を情報通信の拠点とし

た町内におけるネットワークの整備について研究する。 

エ 長野県防災情報システムにより関係機関との情報共有、連携強化に努める。 

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

る仕組みの構築に努める。 

 

２  情報の分析整理  

町は、平常時より自然情報、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集蓄積、情報形式の

標準化に努めるとともに、パソコンネットワーク等の活用により災害情報等の共有化、住民

への周知を図る。 
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また、これらの蓄積された情報をベースに情報分析要員等の育成・活用を図ること等によ

り、地震発生時における被害予測や的確な初動体制の確立等の災害対策に資するように努め

る。 

 

３  通信手段の確保  

（１）現状及び課題 

過去の災害時においては、情報通信施設が被災し、情報通信が困難、又は不能となるケ

ースがあった。災害対策にとって、情報収集は欠かせない前提条件であり情報通信手段は

多ルートで設定することが求められる。 

（２）実施計画 

ア 整備されている防災行政無線（同報系及び移動系）について、有効な情報通信手段と

して活用できる運用体制を整備し、老朽化した設備については更新を図る。 

イ 非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備を耐震性のある堅固

な場所へ設置する。 

ウ 災害時にアマチュア無線局の協力も得られるよう体制の整備を図る。 

エ 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

オ ＮＴＴ等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用

するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器については、そ

の運用方法等について習熟しておくこと。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワ

ーク機器等の停電対策を図ること。 

カ 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ））、Ｌアラート（災

害情報共有システム）その他の災害情報等を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整

備するよう努める。 
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第３節 活動体制計画 

第１  基本方針  

地震発生時において、迅速かつ円滑な応急対策を実施するためには、事前の活動体制の整

備が重要となる。 

このため、職員の非常参集体制の整備、防災関係組織の整備等発災時における活動体制の

整備を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 職員による配備活動体制の整備、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急

活動マニュアル等の整備を推進する。 

２ 防災会議を設置し、その円滑な運営を図る。 

３ 防災中枢機能を果たす施設の安全性の確保、代替施設の確保等災害時の防災中枢機能の

確保を図る。 

４ 複合災害発生の可能性を認識し、備えを充実する。 

５ 業務継続計画の策定等により、業務継続性の確保を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第４節「活動体制計画」に準ずるものとす

る。 
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第４節 広域相互応援計画 

第１  基本方針  

地震発生時において、その規模及び被害の状況から、町単独では十分な応急・復旧活動を

実施することが困難となった場合に備え、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共機関相

互等において、応援協定を締結し、平常時から連携の強化を図るとともに、災害時は、協力

して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 県内全市町村による、相互応援体制の確立を図る。 

２ 県内外消防本部による、消防相互応援体制の確立を図る。 

３ 県と県内全市町村が一体となって他の都道府県の被災地を応援する体制の整備を図る。 

４ 防災関係機関による応援が円滑に行えるよう、活動拠点の確保を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第５節「広域相互応援計画」に準ずるもの

とする。 
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第５節 救助・救急・医療計画 

第１  基本方針  

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき救助・救急用資機材の整備、医療用資機材・医薬

品等の備蓄、調達体制の整備を図るとともに、医薬品備蓄施設、消防署等の耐震化を図る。 

また、上小地域では、地域災害医療センター（災害拠点病院）として独立行政法人国立病

院機構信州上田医療センターが指定されており、災害時に町の医療活動の拠点となる依田窪

病院・依田窪病院附属和田診療所を含めた災害医療体制の整備を図る。 

このほか、医療機関の被害状況、患者受入れ状況及び活動体制等について、関係機関が把

握できるよう連絡体制の整備を行う。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害等緊急時に備え救助・救出用資機材の整備を図る。 

２ 医療用資機材、医薬品等の備蓄調達体制について整備を図るとともに、備蓄状況の把握

方法、備蓄施設の耐震化等の検討を行う。 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療体制の整備を図る。 

４ 消防署の耐震診断等を実施促進、災害拠点病院の災害支援体制強化のための段階的な施

設・設備整備を図る。 

５ 災害時における被害状況把握、患者の受入れ体制等、消防機関・医療機関の情報交換が

円滑に行える連絡体制の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第６節「救助・救急・医療計画」に準ずる

ものとする。ただし、「消防及び医療機関の耐震化」については以下によるものとする。 

１  医療機関の耐震化  

（１）現状及び課題 

医療機関の耐震構造の強化については、各医療機関の管理者が常に点検整備等を行い、

耐震化に努める。 

（２）実施計画 

医療機関に対し耐震化に関する指導を行う。 
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第６節 消防・水防活動計画 

第１  基本方針  

大規模地震災害時において、消防活動が迅速かつ的確に実施できるように、地震防災緊急

事業五箇年計画等に基づく消防力等の整備及び活動体制の整備等の事項について、あらかじ

め計画を定める。 

また、堤防その他の施設が損壊し、決壊等の被害が発生し又は発生するおそれがある場合

における水防活動が迅速かつ的確に実施できるように、資機材等の整備及び監視、警戒等活

動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定める。 

 

第２  主な取組み  

１ 消防力の強化、活動体制の整備及び予防消防の充実強化等の事項について、あらかじめ

計画を定める。 

２ 資材等の整備及び監視、警戒等活動体制の整備等の事項について、あらかじめ計画を定

める。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第７節「消防・水防活動計画」に準ずるも

のとする。 

なお、耐震性貯水槽の整備を行うとともに、住民に対して、「地震発生時には、まず自分

の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ってから消火活動を行うこと。」といった地震特

有の防災知識についても啓発を行う。 
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第７節 要配慮者支援計画 

第１  基本方針  

近年の高齢化、国際化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護機

能の低下等に伴い、災害発生時には要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。 

このため、町、県、社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、地域住民、

地区防災会議、自主防災組織等の協力を得ながら災害から要配慮者、とりわけ避難行動要支

援者を守るための防災対策の一層の充実を図る。 

また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設が、土砂災害により被災し、多

数の犠牲者が出た事例もあり、土砂災害が発生するおそれのある地域内に立地する要配慮者

利用施設については、避難誘導等について重点的に対策を講じる必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 避難行動要支援者支援計画、要配慮者支援計画を策定し、支援体制の構築に努める。 

２ 在宅要配慮者の状況把握に努めるとともに、緊急通報装置等のより一層の充実、要配慮

者支援制度の推進、支援協力体制の確立、防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

３ 要配慮者利用施設の防災設備、組織体制、緊急連絡体制等の整備を行うとともに、支援

協力体制の確立、防災教育、防災訓練の充実強化を図る。 

４ 外国籍住民や外国人旅行者等の観光客が、災害発生時に迅速かつ的確な行動がとれるよ

う、緊急避難場所、避難所や避難経路標識等の簡明化、多言語化などの防災環境づくりに

努める。 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設における避難誘導等の体制

強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第８節「要配慮者支援計画」に準ずるもの

とする。なお、施設の耐震診断、耐震改修、防災設備の整備には特に配慮する。 
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第８節 緊急輸送計画 

第１  基本方針  

大規模な地震が発生したときには、救急救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命救

助と被災者の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされる

ことから、こうした緊急輸送業務について、迅速に対応できる体制を平素から確立するとと

もに、災害による障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を確

立するものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 緊急交通路の確保に関する計画を策定する。 

２ ヘリポート、輸送拠点等を事前に選定する。 

３ 各種ヘリコプター、トラック協会等、輸送力確保について事前に計画を樹立する。 

４ 緊急通行車両の事前確認を行い、発災時の迅速な運用に備える。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第９節「緊急輸送計画」に準ずるものとす

る。 
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第９節 障害物の処理計画 

第１  基本方針  

地震発生直後の道路は、法面の崩壊、河川の決壊、建築物の倒壊、沿線樹木・電柱等の倒

壊に加えて、放置車両等の障害物により、一般の交通が不能あるいは困難となることが予想

されることから、これらの所有者又は管理者は常日頃から不断の点検を実施するなど、障害

物となりうる工作物の倒壊などを未然に防止するとともに、応急対策について関係機関と事

前に対応を協議するなど、有事に備える。 

 

第２  主な取組み  

１ 各種施設などの所有者又は管理者は、これらの施設等の倒壊を未然に防止するための定

期点検を行い、その結果に基づき、耐震のための適時適切な措置を講ずる。 

２ 応急対策に必要な専門技術者を確保する体制の整備を図る。 

３ 障害物除去体制について、関係機関と事前に対応を協議する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 10 節「障害物の処理計画」に準ずるも

のとする。 
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第１０節 避難収容活動計画 

第１  基本方針  

大地震の発生時には、まず行政、住民及び防災関係機関が一体となって被害軽減のための

措置を講ずることが重要であるが、建物の倒壊や火災の延焼などにより大きな被害を生じる

おそれがあり、生命に危険が及ぶような場合、危険な区域の住民や滞在者等は速やかに安全

な場所へ避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮者及び帰宅困難

者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避難計画の作成、各種災害への

安全性を考慮した避難施設の確保等を図るものとする。 

 

第２  主な取組み  

１ 避難計画を策定し、要配慮者、帰宅困難者等にも配慮した避難体制の確立を図るととも

に情報伝達体制の整備を図る。 

２ 安全な避難施設を指定するとともに避難時のための環境整備を図る。 

３ 町及び県は住宅の確保等を迅速に行うため、体制の整備を図る。 

４ 学校における迅速かつ適切な避難活動のための計画策定を行う。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 11 節「避難収容活動計画」に準ずるも

のとする。なお、指定した避難施設等の耐震診断、耐震改修、防災設備の整備には特に配慮

する。 
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第１１節 孤立防止対策 

第１  基本方針  

長和町は、三方を山で囲まれ、狭隘で急峻な地形であり、千曲川水系の依田川源流部を抱

え、急流河川の沢筋に集落や農地が拓かれた山間地域である。 

また、町内には学者村や姫木平、美ヶ原高原郷等複数の別荘地が開発されており、ペンシ

ョン経営者の家族や定年後の終の棲家を長和町に定めた高齢者等が多数居住している。 

こうした地勢及び居住形態の状況は、地震が発生すれば孤立地域の発生を余儀なくされる

ことから、山間集落の過疎化、高齢化と相まって、その対策が重要である。 

 

第２  主な取組み  

１ 地震発生時の孤立地域を予測し、住民と行政機関との間の情報伝達が断絶しない通信手

段の確立に努める。 

２ 孤立予想地域に通ずる道路の防災対策を推進するとともに、林道、農道等の迂回路確保

に配意した整備を推進する。 

３ 孤立時に優先して救護すべき要配慮者や観光客の孤立予測について、平素から把握して

おく。 

４ 救援が届くまでの期間、孤立地域の中で互いに助け合えるよう、平素から住民の間で準

備する。 

５ 孤立予想地域ごとに避難施設となり得る公民館等の施設の整備を進める。 

６ 孤立地域内での生活が維持できるよう、各自が食料品等の備蓄に努めるとともに、孤立

する観光客等に対する備蓄にも配慮する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 12 節「孤立防止対策」に準ずるものと

する。 
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第１２節 食料品等の備蓄・調達計画 

第１  基本方針  

大規模な地震災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料の備蓄・

供給は重要であり、住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも

３日間可能な限り１週間は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。 

町は、この間、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、食料を持ち出し

できない者等を想定して、食料の備蓄を実施する。 

 

第２  主な取組み  

１ 住民が地震直後から最低でも３日間可能な限り１週間分を自ら備蓄するよう、十分に周

知啓発する。 

２ 自治会長会、区長会、日赤奉仕団役員等を通じて普段から大規模地震時における食料の

調達及び調理供給体制についての体制づくりを進める。 

３ 住民、企業等に対して、食料備蓄の重要性の啓発を図る。 

４ 協定の内容を確認し、円滑な食料供給が行えるよう供給体制の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 13 節「食料品等の備蓄・調達計画」に

準ずるものとする。 
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第１３節 給水計画 

第１  基本計画  

飲料水の備蓄は、地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、止水弁の閉鎖により確保され

た配水池の貯留水及びボトルウォーターとし、調達体制は町内各所に湧出する地下水の内か

ら、定期的に行っている水質検査の結果から飲用に適しているとされている湧水をもって充

てる。 

また、被災していない市町村（水道事業者等を含む。以下同じ。）による応急給水活動に

より飲料水の確保を図る。 

このほか、町は、被災を最小限にくい止めるため、地震防災緊急事業五箇年計画等に基づ

き、事前に施設の災害に対する耐震性の確保を進めるとともに、給水車、給水タンク等の確

保を図り、飲料水の供給に備える。 

 

第２  主な取組み  

１ 水道施設の地震に対する安全性の確保、緊急遮断弁の設置及び湧水周辺の環境整備等、

飲料水の備蓄・調達体制の整備を図る。 

２ 給水車、給水タンク等の整備促進を図り、飲料水の供給体制を確立する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 14節「給水計画」に準ずるものとする。 
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第１４節 生活必需品の備蓄・調達計画 

第１  基本方針  

地震災害発生時には、住民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により生活必需品に著し

い不足が生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目については、備蓄・調達体

制の整備を図る必要がある。 

（災害時の主な生活必需品） 

○寝具（タオルケット・毛布等） ○衣類（下着・靴下・作業着等） 

○炊事道具（なべ・包丁・卓上コンロ等） 

○身の回り品（タオル・生理用品・紙オムツ等） 

○食器類（はし・茶碗・ほ乳瓶等） 

○日用品（石鹸・ティッシュペーパー・携帯トイレ・トイレットペーパー等） 

○光熱材料（マッチ・ガスボンベ・ストーブ・灯油等） 

（必要量） 

人口の５％程度が、生活必需品について自力で確保できない状況を想定して備蓄・調達体

制を整備するよう努める。 

 

第２  主な取組み  

町は、地域の実情に応じて備蓄・調達体制の整備を図るとともに、住民に対して、地震災

害時に備えた備蓄の必要性について普及・啓発に努める。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 15 節「生活必需品の備蓄・調達計画」

に準ずるものとする。 
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第１５節 危険物施設等災害予防計画 

第１  基本方針  

大規模地震等により危険物施設に損傷が生じた場合、重大な被害をもたらすおそれがある

ことから、自主保安体制の強化、耐震化の促進、緩衝地帯の整備等、安全性の向上を図り、

当該施設に係る災害を未然に防止する。 

 

第２  主な取組み  

１ 危険物施設における地震発生及び拡大防止計画を確立する。 

２ 液化石油ガス施設における地震発生及び拡大防止計画を確立する。 

３ 毒物・劇物保管貯蔵施設における地震発生及び拡大防止計画を確立する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 16 節「危険物施設等災害予防計画」に

準ずるものとする。なお、危険物施設の耐震化については特に配慮する。 
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第１６節 ライフライン施設災害予防計画 

第１  基本方針  

上下水道及び電気・ガス施設等のライフライン施設は、生活の根幹をなすものであり、こ

れらが地震により被害を受け、機能まひに陥ることによる影響は極めて大きい。 

このため、地震による被害が予想される地域、老朽化の進んだ施設等については改築、補

強に努め、今後建設する施設については、地質、構造等の状況に配慮し、耐震性の強化等の

対策に努める。 

また、電力会社及び都市ガス事業者との連携を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 通常のメンテナンス体制の充実、老朽施設の更新、改良等を行うとともに、施設の耐震

性の確保を図る。 

２ 新耐震基準に基づき、施設の整備、補強、改築を実施する。 

３ 緊急連絡体制、被災時の復旧体制の確立を図る。 

４ 緊急用、復旧用資材の計画的な確保に努める。 

５ 下水道施設台帳・農業集落排水処理施設台帳の整備、拡充を図る。 

６ 管渠及び処理場施設の系統の多重化を図る。 

 

第３  計画の内容  

１  水道施設・設備の整備及び安全性の確保  

（１）現状及び課題 

施設の耐震化、老朽施設の更新等を計画的に進めているが、施設の建設には多大な費用

が必要となるため、施設整備が十分とは言えないのが現状である。 

また、ライフラインの確保として、他事業と調整し、緊急時連絡管等の整備が必要であ

る。 

水道事業者相互の応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町

村へ応援を依頼することが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱

により、日本水道協会を通じて全国的に応援を依頼することが可能である。 

（２）実施計画 

ア 管路の耐震化、老朽管の布設替並びに耐震性機材の採用により施設整備の推進を図る。 

イ 配水系統の相互連絡のブロック化を図る。 

ウ 水道事業者相互の緊急時連絡管の整備促進を図る。 

エ 復旧資材の備蓄を行う。 

オ 水道管路図等の整備を行う。 
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２  緊急連絡体制の整備  

（１）現状及び課題 

地震発生時において、迅速かつ的確に情報を収集し、速やかに応急対策を実施するため、

緊急連絡体制、復旧体制、災害時の緊急的措置等を定めた災害対策要領等をあらかじめ策

定する必要がある。 

また、復旧体制について、被災時には関係職員、関係業者、手持ち資材だけでは対応不

十分となることが予想されるため、あらかじめ他の地方公共団体との間で広域応援協定を

締結する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 災害時の対応を定めた災害対策要領等を策定する。 

イ 対策要領等に定められた対応が確実に機能するよう、訓練を実施していく。 

ウ 復旧体制について、他の地方公共団体との広域応援体制、民間の業者との協力体制を

確立する。 

 

３  新耐震基準に基づく施設整備  

（１）現状と課題 

長和町の下水道処理場は河川に隣接しており、その地盤は決して良好とは言えない。 

このため、既存施設の調査、補強等の対策が必要であるとともに、施設の新設に当たっ

ては、耐震対策を講ずる必要がある。 

（２）実施計画 

ア 重要な下水道管渠及び処理場施設のうち、地盤が軟弱な地域に設置されているもの、

老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、必要に応じて補強等の対策を講ずる。 

イ 新たに建設する下水道管渠、処理場施設については、土質調査等を実施し、新耐震基

準に適合した耐震対策を講ずる。 

 

４  緊急用、復旧用資機材の計画的な確保  

（１）現状及び課題 

地震発生時には、被災の状況を的確に把握するため及びライフラインとしての下水道の

機能を緊急的に確保するため、発電機、ポンプ等の緊急用、復旧用資機材が必要となるこ

とから、これらの資機材について、平常時から計画的に購入、備蓄していく必要がある。 

（２）実施計画 

発電機、ポンプ等の緊急用、復旧用資機材を計画的に購入、備蓄する。 

 

５  下水道施設台帳、農業集落排水処理施設台帳の整備・拡充  

（１）現状及び課題 

下水道施設台帳は、下水道の諸施設を適切に管理するため、下水道法においてその調

製・保管が義務づけられている。 
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下水道施設等が地震により被災した場合、その被害状況を的確に把握するためには、当

該台帳から確実かつ迅速に、データの調査、検索等ができる体制を整備する必要がある。 

（２）実施計画 

下水道施設台帳等の適切な調製・保管に努める。また台帳のデータベース化が図られて

いるため、被災時には、確実かつ迅速にデータの調査、検索ができる体制を整備する。 

 

６  下水道管渠及び処理場施設の系統の多重化  

（１）現状及び課題 

下水道は、住民の生活に欠くことのできないライフラインとして、一日たりとも休むこ

とのできない施設であり、万一被災を受けた場合においてもライフラインとしての機能を

確保できうる体制を整えておく必要がある。このため、管渠の２系統化、処理場施設のバ

ックアップ体制の確保等、代替性の確保に努めることが必要である。 

（２）実施計画 

必要に応じて、系統の多重化、拠点の分散化、代替施設の整備等による代替性の確保に

努める。 
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第１７節 通信・放送施設災害予防計画 

第１  基本方針  

地震発生時において通信・放送の途絶は、災害応急対策の遅れ、情報の混乱を招くなど住

民に与える影響は非常に大きい。これらを未然に防止するため、日本電信電話株式会社及び

放送機関等は予防対策を講じているが、町においても、防災行政無線、ＣＡＴＶ、音声告知

端末等、通信・放送手段の防災対策を講じる必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 町は、緊急時における通信・放送手段の確保、整備を図る。 

２ 町は、通信・放送施設の地震対策、地震に強い通信・放送手段の整備を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 18 節「通信・放送施設災害予防計画」

に準ずるものとする。 

なお、従来の地震対策は、関東大震災クラス（震度６弱）を想定した災害対策を実施して

きたが、震度７を想定した耐震対策との危機管理体制を整備する必要がある。 
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第１８節 災害広報計画 

第１  基本方針  

地震発生時に有効な広報活動を迅速に行うための体制づくりを事前に行っておく必要が

ある。 

そのためには、被災者及び住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機

関等に対する情報の提供体制の整備を行っておく必要がある。 

また、放送事業者・通信事業者等は、被害に関する情報・被災者の安否情報等について、

情報の収集及び伝達に係る体制の整備に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 被災者及び住民等への情報の提供体制を整備する。 

２ 報道機関等への情報の提供体制の整備等を行っておく必要がある。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 19 節「災害広報計画」に準ずるものと

する。 

 



第３編 震災対策編（第１章 災害予防計画） 

-288- 

第１９節 土砂災害等の災害予防計画 

第１  基本方針  

本町は、その地形から土砂災害が発生する危険がある場所を抱えており、地震に起因する

土砂崩落、地滑り等による被災が懸念される。 

これら土砂災害を防止するため、国、県、町等関係機関が中心となり危険箇所を把握し、

地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき、総合的かつ長期的な対策を講ずる。 

 

第２  主な取組み  

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律に基

づく指定を行い、開発行為の制限や有害行為の防止、防災工事を強力に推進するとともに、

適切な警戒避難体制の整備を実施し、住民への周知を図る。 

２ 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものとする。

地域の状況等特別な理由があり、やむを得ず新築等行う場合は、土砂災害に備えた警戒避

難体制を構築する。 

３ 要配慮者関連施設が所在する土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等について防災対策

を推進する。 

４ 県が行う土砂災害警戒区域等の指定について協力し、警戒避難体制を整備する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 20 節「土砂災害等の災害予防計画」に

準ずるものとする。 
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第２０節 防災都市計画 

第１  基本方針  

集落ごとの住宅の集中化等により、住宅地における災害の危険性は増大しており、地震発

生時における住民の生命及び財産の保護を図るため、地震防災緊急事業五箇年計画等に基づ

き住宅地の防災に関する総合的な対策を推進し、安心して住める町づくりを進める。 

 

第２  主な取組み  

１ 住宅地における火災を予防するため、建築物の不燃化の促進を図る。 

２ 避難路、避難施設の機能を有する道路、公園緑地等の防災空間（オープンスペース）の

整備を一層推進する。 

３ 土地区画整備事業等の面的整備を積極的に推進することにより、健全な住宅地の整備と

防災機能の一層の充実を図る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 21 節「防災都市計画」に準ずるものと

する。なお、住宅地や防災空間の整備及び耐震化の促進については特に配慮する。 
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第２１節 建築物災害予防計画 

第１  基本方針  

地震による建物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産を保護するため、地震防災緊急

事業五箇年計画等に基づき建築物の耐震性を確保し安全性の向上を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 建築基準法の現行耐震基準（昭和56年）以前に建築された建築物について、耐震診断を

実施し、必要に応じて耐震改修等を行う。 

２ 建築物の落下物、ブロック塀等屋外構造物及び屋外設置物による被害の防止対策を講ず

る。 

３ 文化財保護法等により指定された文化財は、災害発生後の火災等に備える。 

 

第３  計画の内容  

１  公共建築物  

（１）現状及び課題 

公共建築物の中には災害発生後、復旧活動の拠点となる建物も多く、また要配慮者が利

用する建物も多いことから特に耐震性が要求される。これらの中には昭和 56 年以前に建

築された建築物もあり、今後、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行う。 

また、地震による被害の軽減を図るため、緊急地震速報を有効に活用できる体制を構築

する。 

（２）実施計画 

ア 町有施設の耐震診断及び耐震改修の実施 

役場庁舎、社会福祉施設、公民館、公営住宅等で、昭和 56年以前に建築された建築物

は、計画的に耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行う。 

イ 防火管理者の設置 

学校、病院等で消防法第８条の規定により定められた防火対象物については、防火管

理者を設置し火災に備える。 

ウ 緊急地震速報の活用 

町が管理、運営する施設の管理者は、緊急地震速報を受信した際の対応行動について、

あらかじめ明確にしておくとともに、定期的に訓練を実施するよう努める。 
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２  一般建築物  

（１）現状及び課題 

昭和 56 年以前に建築された建築物は、比較的耐震性に乏しく、倒壊等のおそれがある

ので、耐震診断・耐震改修を実施し、地震に対する安全性の向上を図る必要がある。 

また、地震保険等は被災者の住宅再建に有効であるので活用を図る必要がある。 

（２）実施計画 

ア 耐震診断、耐震改修のための支援措置 

(ｱ) 住宅、町長が指定した民間の避難施設及び特定建築物について、県と連携を図り耐

震診断への助成を行う。 

(ｲ) 賃貸を除く戸建住宅及び共同住宅について、県と連携を図り耐震改修への助成を行

う。 

イ がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。 

ウ 地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、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

た制度であり、被災者の住宅再建にとって有効な手段であることから、町はそれらの制

度の普及促進に努める。 

【建築物の所有者等】 

ア 必要に応じて耐震診断を実施し、耐震改修を行うとともに、建築物の適正な維持保全

に努めるものとする。 

イ 「わが家の耐震診断表」を利用し、住宅の自己診断を実施するものとする。 

ウ 地震保険や共済制度の活用 

地震保険や共済制度は、住宅再建にとって有効な手段であることから制度の活用を図

るものとする。 

 

３  落下物・ブロック塀等  

（１）現状及び課題 

建築物の外壁タイル、窓ガラス等の落下、ブロック塀等屋外構造物の倒壊及び広告看板

や自動販売機等の屋外設置物の落下・転倒に伴う人的、物的被害を防止する必要がある。 

（２）実施計画 

屋外構造物及び屋外設置物による被害の安全対策について、普及・啓発を図るため広報

活動を行う。 

【住 民】 

ア 外壁タイル等及びブロック塀等の状態を点検し、必要に応じて修繕、補強等を行う。 

イ 地域における屋外構造物及び屋外設置物の状態をあらかじめ把握し、被害の防止対策

について検討を行うとともに対策を講じる。 
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４  文化財の地震災害予防  

（１）現状及び課題 

文化財は、文化財保護法及び文化財保護条例等により、その重要なものを指定し保護す

ることになっている。これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代へ継承していくこ

とが必要である。 

本町における国・県・町指定文化財のうち、建造物については、そのほとんどが木造で

あるため、震災等の災害対策とともに防火対策に重点をおき、それぞれの文化財の性質・

形状及びその環境に応じて保全を図り、併せて見学者の生命・身体の安全にも十分注意す

る。 

（２）実施計画 

町教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を

実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

ア 所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護についての指導と助言を行う。 

イ 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 

【所有者】 

防災管理体制及び防災施設の整備をし、自衛消防隊の確立を図るものとする。 
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第２２節 道路及び橋梁災害予防計画 

第１  基本方針  

震災時に生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等に妨げにならないよう、地

震に強い道路及び橋梁づくりを行うに当たり構造物・施設等の耐震性を確保する必要がある。 

構造物・施設等は一般的な地震動（供用期間中に１～２度程度発生する確立の地震）に際

して機能に重大な支障が生じないことを目標に設計する。 

道路及び橋梁の基幹的な交通確保の整備に当たっては地震防災緊急事業五箇年計画等に

基づきネットワークを充実させ、震災に対する安全性の確保を図る。機能に重大な障害が生

じた場合は、代替性の確保及び応急対策により機能の確保を行う。震災後の応急活動及び復

旧活動に関し、各関係機関との相互応援体制の強化を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 道路及び橋梁の耐震性を確保する。 

２ 震災後の応急活動及び復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整える。 

 

第３  計画の内容  

１  道路及び橋梁の耐震性の整備  

（１）現状及び課題 

大地震が発生すると道路は法面崩壊、路肩決壊、路肩陥没・亀裂、橋梁・トンネル等構

造物の破損、電柱等の倒壊、地下埋設物の破損、沿道建築物の落下倒壊等によって交通不

能あるいは困難な状態になると予想される。この対策として道路管理者並びに警察等関係

機関は道路・道路施設及び橋梁について耐震性の強化を図る必要がある。 

（２）実施計画 

道路改良等においては、耐震性に配慮するとともに、既設の道路及び道路施設について

も耐震性の強化を図る。 

 

２  関係団体との協力体制の整備  

（１）現状及び課題 

大地震が発生し道路・道路施設及び橋梁が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、

交通の確保を図る必要がある。応急復旧は道路管理者並びに警察の機関単独では対応が遅

れるおそれがある。この対策として被災後の応急活動及び復旧活動に関し、町は建設振興

協議会等関係機関との協力体制を整備し、平常時より連携を強化しておく必要がある。 

（２）実施計画 

町は、関係機関との協力体制を整備し、連携の強化に努める。 
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第２３節 河川施設災害予防計画 

第１  基本方針  

河川施設は、地震の発生に伴い破堤等につながることが想定されるため、安全度の向上を

図るとともに耐震点検、整備等を行い安全の確保に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 堤防等の耐震点検を行い、耐震性の不十分なものは安全性の向上を図るため河川施設の

補強を行う。 

２ 出水時の的確な情報収集や情報提供に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  河川施設災害予防  

（１）現状及び課題 

地震による河川の被害は、河川堤防の亀裂・沈下・法面のはらみ・くずれ等があり、さ

らにこれらに伴う護岸・水門・樋門・橋梁等のコンクリート構造物の亀裂及び沈下が予想

される。特に洪水時に地震が発生した場合には、堤体の地震に対する安全度が低下し、破

堤につながるおそれがある。 

堤防の耐震点検を行い、安全度の向上を図るとともに、震災に強い町土づくりを目指し、

河川の改修整備が必要である。 

（２）実施計画 

施設整備計画により河川管理施設の耐震性を向上させる。 
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第２４節 ため池災害予防計画 

第１  基本方針  

本町には、５箇所のため池があるが、大規模地震によりこれらが決壊した場合、下流の農

地のみならず人家、公共施設等に甚大な被害を与え、時には人命までも奪うおそれがある。 

そこで、地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき緊急度の高いものから補強工事を実施し、

被害の発生を未然に防止する。 

 

第２  主な取組み  

巡回点検等によりため池の現状を把握するとともに、緊急度の高いものから順次補強工事

を実施していく。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 25 節「ため池災害予防計画」に準ずる

ものとする。 
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第２５節 農林水産物災害予防計画 

第１  基本方針  

地震による農林水産関係の被害は、キノコ栽培施設、畜舎、養魚場等生産施設の損壊や立

木の倒壊、農産物集出荷貯蔵施設等の倒壊が予想されるとともに、施設被害に伴い、農林産

物の減収や家畜、水産物の死亡被害なども予想される。 

そこで、予防技術対策の充実、森林の整備、生産・流通施設の安全性の確保等を推進する。 

また、新たな施設の設置に当たっては、地形などに留意するとともに、被害を最小限にす

るための、機械・設備の固定や工法の検討を行うなどの安全対策を指導する。 

 

第２  主な取組み  

１ 農作物等災害対策指針における予防技術対策の充実を図るとともに、農業改良普及セン

ター等を通じ、農業団体、農業者等に周知徹底を図る。また、農林水産物の生産施設、集

出荷貯蔵施設等の安全性確保について、指導徹底を図る。 

２ 長野県ふるさと森林づくり条例に基づく森林づくり指針及び町森林整備計画に基づき森

林の整備を実施する。 

 

第３  計画の内容  

１  農水産物災害予防計画  

（１）現状及び課題 

生産施設等の損壊に伴う農作物被害の軽減を図るため、農作物等災害対策指針等を策定

し、農業改良普及センター等を通じ予防技術の周知徹底を図っている。 

集出荷貯蔵施設等においては、建築後かなりの年数が経過するなど耐震性の劣る施設も

見られることから、施設管理者による耐震診断と補強工事が求められる。 

（２）実施計画 

農業改良普及センター、農協等と連携し、農業者等に対し予防技術の周知徹底を図る。 

【住 民】 

ア 生産施設等における補強工事等を実施し、施設の安全性を確保するものとする。 

イ 新たな施設の設置に当たっては、地形等に留意するとともに、被害を最小限にするた

めの安全対策に努めるものとする。 

 

２  林産物災害予防計画  

（１）現状及び課題 

立木の倒壊防止のため、適地適木の原則を踏まえた森林造成を図るとともに壮齢期の森

林にあっては、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状比の立木仕立てを指導して

いる。 
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林産物生産、流通、加工施設の設置に当たっては、立地条件等に留意するとともに、機

械・施設を固定するなど安全対策を普及する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 長和町森林整備計画に基づき、健全な森林の整備を図る。 

イ 県と連携をとって林産物の生産、流通、加工現場において安全パトロールを実施する。 

【住 民】 

ア 町が計画的に行う森林整備に協力するものとする。 

イ 施設の補強対策の実施に努めるものとする。 
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第２６節 積雪期の地震災害予防計画 

第１  基本方針  

積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想される

ため、県、町及び防災関係機関は、除雪体制の強化、雪崩危険箇所における雪崩防止施設の

整備、屋根雪処理等家屋倒壊の防止、避難体制の整備等、総合的な雪に強い町づくりを推進

するものとし、積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 地域の特性に配慮しつつ、積雪期の地震に強い町づくりを行う。 

２ 冬期道路交通を確保するための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る。 

３ ヘリコプター等による航空輸送の確保を図る。 

４ 雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

５ 建築物の所有者に対し、安全対策の推進についての周知及び雪下ろしが軽減される住宅

の普及を図る。 

６ 積雪時の地震火災時における消防活動の確保に努める。 

７ 積雪時においても住民が円滑に避難することができるよう避難施設及び避難路の確保等

を図る。 

８ 冬期の災害に対処できる備蓄等の確保に努める。 

９ スキー場利用客の避難・救助などの対策についての計画を定めるように努める。 

 

第３  計画の内容  

１  雪対策の推進  

（１）現状及び課題 

積雪期の地震の災害予防対策は、除排雪体制の整備、雪に強い町づくり等の雪害予防対

策の総合的、継続的推進により確立されるものである。 

そのため、県が策定する「長野県地域防災計画（雪害対策編）」、「長野県総合雪対策計

画」及び「長野県雪害予防実施計画」をもとに、雪対策を推進している。 

（２）実施計画 

「長野県地域防災計画（雪害対策編）」、「長野県総合雪対策計画」及び「長野県雪害予

防実施計画」に基づき、各防災関係機関が緊密に連携し、総合的かつ具体的な雪害予防対

策の実施を推進する。 
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２  道路交通の確保  

（１）現状及び課題 

積雪期の地震においては、雪崩等が発生し、道路交通に支障が生じるおそれがあるため、

県、町、関係機関は除雪機械及び要員の増強を図り、除雪体制の強化に努めることが重要

である。 

（２）実施計画 

ア 町は、除雪体制を整備し、地震時には、道路交通を緊急に確保し、道路機能の確保を

図る。 

イ 住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかける。 

【住 民】 

地震時には通常の除雪を実施することが困難となることが想定されるため、住宅の近く

等については自力除雪あるいは圧雪による避難路の確保に努めるものとする。 

 

３  航空輸送の確保  

（１）現状及び課題 

積雪期の地震による道路交通の一時的マヒ、孤立集落の発生等が考えられる。このため、

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ことが重要である。 

（２）実施計画 

孤立が予想される集落のへリポートの確保を促進するとともに、緊急時のヘリポート

（場外離発着場を含む）の除雪・圧雪対策を整備する。 

 

４  雪害予防計画  

（１）現状及び課題 

積雪地帯で発生する雪害を防止するため、雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業等を

計画的に実施することが重要である。 

（２）実施計画 

町内の雪崩危険箇所の住民への周知を図るとともに、雪崩対策の事業推進を図る。 

 

５  家屋倒壊の防止  

（１）現状及び課題 

建築物の所有者に対し、建築物の安全対策の推進について、周知及び指導を行うことが

重要である。 

（２）実施計画 

ア 建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行う。 

イ 住宅マスタープランに基づき、雪に強い住宅の普及、市街地形成の誘導等を行う。 
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【建築物の所有者等】 

ア 建築基準法第12条第１項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等多数の者が利用す

る建築物の所有者等は、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告を行い、建築物の安

全性の確保に努めるものとする。 

イ 雪下ろし等を行い、建築物の安全性の確保に努めるものとする。 

 

６  消防活動の確保  

（１）現状及び課題 

積雪時に地震火災が発生すると、積雪によって消防活動が制約されやすい状態になるこ

とが予想される。 

このため、各消防機関は消防水利の確保と消防施設・設備の充実を図り、積雪時の地震

火災時における消防活動の確保に努める必要がある。 

（２）実施計画 

ア 雪に強い消防資機材の整備拡充を図る。 

イ 防火水槽及び自然水利の取付箇所付近の除雪を励行する。 

ウ 防火水槽の積雪型への切り替えを推進する。 

エ 多雪式消火栓の整備を図る。 

 

７  避難施設及び避難路の確保  

（１）基本方針 

積雪時において地震が発生した場合においても住民が円滑に避難することができるよ

う避難施設及び避難路の確保等を図ることが重要である。 

（２）実施計画 

積雪時において地震が発生した場合に備え、住民が円滑に避難施設等に避難することが

できるよう次の対策を講ずる。 

ア 地域の人口及び地形、なだれ等の危険性、施設の耐震性・耐雪性等を考慮し、避難施

設をあらかじめ指定する。 

イ 避難誘導のための標識は、住民が、安全に避難施設に到達することができるよう、降

積雪の影響を考慮して設置する。 

 

８  寒冷対策の推進  

（１）現状及び課題 

豪雪時は、積雪の影響による長期間の停電やライフラインの停止あるいは、雪崩災害な

どにより避難が必要となる場合がある。 

寒冷期間においては、避難施設において暖房が必要になるなど、冬期の災害に対処でき

る備蓄等を整えることが重要である。 
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（２）実施計画 

ア 町は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房

器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、

雪上車等）の備蓄に努める。 

イ 電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバック

アップ設備等の整備に努める。 

ウ 積雪のため応急仮設住宅の早期着工が困難となることが想定されるため、積雪の状況

により長期避難が必要な場合は、住宅の確保対策など避難者の生活確保のための長期対

策を検討する。 

 

９  スキー客等に対する対策  

（１）現状及び課題 

多数のスキー客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数のスキー客の被災が懸念される。 

また、スキー場は、山間地に存するため、地震時に道路が寸断され、多数のスキー客が

孤立する可能性が高い。 

（２）実施計画 

スキー場利用客の避難・救助・孤立などの対策について定めるよう努める。 

【スキー場事業者】 

スキー場事業者はスキー客に対する食料・燃料・医療などの孤立対策計画を定めるよう

努めるものとする。 
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第２７節 二次災害の予防計画 

第１  基本方針  

地震発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が

予想される二次災害を防止することが重要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、

そのための日頃からの対策及び活動が必要である。 

 

第２  主な取組み  

１ 建築物や宅地に係る二次災害予防のため、被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応

急危険度判定士（以下「応急危険度判定士」という。）の受入体制を整備するとともに、

構造物についても二次災害予防のための体制の整備等を行う。 

２ それぞれの危険物施設等に応じた二次災害予防のための措置を講ずる。 

３ 河川施設の整備を図る等の二次災害予防のための措置を講ずる。 

４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  建築物や宅地、構築物に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

［建築物や宅地関係］ 

災害時において、被災建築物や宅地の余震等による倒壊等の危険から住民を守り、二

次災害を防止するため、被災建築物や宅地の危険度を判定できる資格者の受入体制を整

備する必要がある。 

［道路橋梁関係］ 

地震発生後の余震等による道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇

所を把握しておくとともに、被災箇所の危険度を判定する基準等の整備が必要である。 

（２）実施計画 

［建築物や宅地関係］ 

被災時に応急危険度判定を行う判定士の受入体制を整備する。 

［道路橋梁関係］ 

被災箇所の危険度を判定する基準等を整備する。 

 

２  危険物施設等に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

［危険物関係］ 

消防法に定める危険物施設における地震発生時の二次災害の発生及び拡大を防止する

ため、施設・設備の耐震性の確保、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を

推進するとともに、保安体制の強化も必要である。 
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［液化石油ガス関係］ 

液化石油ガス一般消費先における地震用安全器具の設置、容器の転倒防止措置の徹底

など、地震対策の促進について液化石油ガス販売事業者等に対する指導を徹底する。ま

た、消費者が適切な措置を行えるよう、消費者に対する啓発も必要である。 

［毒物劇物関係］ 

毒物劇物における火災や有毒ガスの発生等の二次災害を予防するため、「毒物劇物危害

防止規定」の作成、流出等の防止施設の整備、及び事故処理剤備蓄体制の充実が必要で

ある。 

（２）実施計画 

ア 危険物関係 

(ｱ) 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対

する保安教育の実施 

(ｲ) 立入検査の実施等指導の強化 

(ｳ) 防災応急対策用資機材の整備についての指導 

(ｴ) 自衛消防組織の強化についての指導 

(ｵ) 近隣の危険物取扱所との協定の締結の促進等の指導 

イ その他 

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害予防対策については、上田地域

広域連合消防本部及び依田窪南部消防署と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹

底する。 

 

３  河川施設の二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

地震により河川の堤防護岸等に衝撃が加わった後に、余震、降水等が加わった場合、河

川施設等に二次的な災害が発生する可能性がある。 

今後、さらに河川施設の整備を進めていく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 河川管理施設の耐震性の向上を図る。 

イ 現在工事中の箇所及び危険箇所等、二次災害の発生が考えられる箇所を事前に把握し

ておくよう努める。 

 

４  山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策  

（１）現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地滑り及び渓流における土石流

の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生する危険がある箇所

（土砂災害危険箇所）をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体

制を整備しておく必要がある。 
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（２）実施計画 

ア 情報収集体制の整備 

イ 警戒避難体制の整備 
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第２８節 防災知識普及計画 

第１  基本方針  

「自分の命は自分で守る。」が防災の基本であり、町による対策が有効に機能するために

は、食料・飲料水の備蓄など住民が常日頃から災害に対する備えを心がけるとともに、地震

発生時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが重要である。 

また、広域かつ甚大な被害が予想される大地震に対処するためには、住民、企業及び地区

防災会議、自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に地震災害が発生する頻度はそれほど高くないため、地震発生時における行

動を経験から学ぶことは困難である。 

このため、町は、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図ると

ともに、防災知識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い住民の育成等地域

の総合的な防災力の向上に努める。 

 

第２  主な取組み  

１ 住民等に対して実践的な防災知識の普及・啓発活動を行う。 

２ 防災上重要な施設の管理者等に対して防災知識の普及を図る。 

３ 学校における実践的な防災教育を推進する。 

４ 町関係職員に対する防災知識の普及・防災意識の高揚を図る。 

５ 地区防災会議、自主防災組織の育成を図る。 

６ 過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていく。 

 

第３  計画の内容  

１  住民等に対する防災知識の普及活動  

（１）現状及び課題 

地震発生時に、自らの安全を守るためにはどのような行動が必要か、要配慮者に対して

はどのような配慮が必要かなど、地震発生時に役立つ実践的な防災知識を身につけた地震

に強い住民を育成することが、被害を最小限にとどめるうえで重要である。 

現在も各種の研修、訓練等の取組みや広報活動がなされているが、今後は、防災マップ

の作成・配布等の、より実践的な活動が必要である。 

また、企業等に対する防災知識の普及も重要な課題である。 

（２）実施計画 

ア 住民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマスメディア、

町ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により、次の事項の啓発活動を行う。 

(ｱ) 最低でも３日分、可能な限り1週間分程度の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイ

レ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出袋（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池

等）の準備 
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(ｲ) 飼い主による家庭動物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 

(ｳ) 警報等や、避難勧告等の意味や内容 

(ｴ) 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の発令

時にとるべき行動 

(ｵ) 地震及び津波に関する一般的な知識 

(ｶ) 地震発生時の地震情報（震度、震源、マグニチュード、余震の状況等）及び津波に

関する知識 

(ｷ) 「自分の命は自分で守る」という「自助」の防災意識 

(ｸ) 地域、職場、家庭等のコミュニティーにおいて相互に協力し、助け合う「共助」の

防災意識 

(ｹ) 地震が発生した場合の出火防止、救助活動、応急手当、避難行動、自動車運行の自

粛等防災上とるべき行動に関する知識 

(ｺ) 正確な情報入手の方法 

(ｻ) 要配慮者に対する配慮 

(ｼ) 男女のニーズの違いに対する配慮 

(ｽ) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

(ｾ) 平素住民が実施しうる最低でも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 

(ｿ) 住宅の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

(ﾀ) 緊急地震速報を受けたときの適切な対応行動 

(ﾁ) 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対策に対する基本原則や安否確認

手段について 

(ﾂ) 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩落危険箇所等に関する知識 

(ﾃ) 各地域における緊急避難場所、避難所及び避難路に関する知識 

(ﾄ) 避難生活に関する知識 

(ﾅ) 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性があることについて 

イ 県所有の地震体験車等を利用して、住民が地震の恐ろしさを身をもって体験し、どの

ように行動すべきか身をもって体験できる機会を設けるものとする。 

ウ 防災マップ、地区防災計画、地震発生時の行動マニュアル、ハザードマップ等を作成

配布し、徹底した情報提供を行う。 

エ 地区防災会議、自主防災組織等における、防災マップ、地区防災計画の作成に対する

協力について指導推進する。 

オ 上記の防災マップ、地区防災計画の配布に当たっては、それらが持っている意味、活

用方法について十分な理解が得られるよう啓発の機会を設定する。この際、被害想定区

域外にも被害が及ぶ可能性があることも併せて周知する。 
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【地区防災会議、自主防災組織等】 

地区防災計画等は、地区防災会議、自主防災組織等が作成に参加することが、きめ細か

な防災情報を掲載するうえからも、防災知識の普及、防災意識の高揚、的確な対応といっ

た点からも望ましく、地区防災会議、自主防災組織等においても、地区防災計画の作成に

協力するものとする。 

【住民等】 

各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等へ積極的に参加するとともに、家庭防災

会議を定期的に開き、以下のような活動を通じて、防災意識を高めるものとする。 

(ｱ) 避難路、緊急避難場所、避難所の確認 

(ｲ) 発災時の連絡方法等（連絡方法や避難ルールの取決め等） 

(ｳ) 幼児や高齢者の避難についての役割の確認 

(ｴ) 災害用の非常持ち出し袋の内容、保管場所の確認 

(ｵ) 備蓄食料の試食及び更新 

(ｶ) 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策 

(ｷ) 地域の防災マップの作成 

(ｸ) 地域の防災訓練など自発的な防災活動への参加 

(ｹ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え 

【企業等】 

企業等においても、地震発生時に企業が果たす役割を踏まえたうえで、地震発生時の行

動マニュアルの作成、防災体制の整備、防災訓練の実施等防災活動を推進するよう努める

ものとする。 

 

２  防災上重要な施設の管理者等に対する防災知識の普及  

（１）現状及び課題 

危険物を使用する施設、病院及び老人保健施設等要配慮者を収容している施設、旅館・

ペンション等不特定多数の者が利用する施設の管理者の発災時の行動の適否は、非常に重

要である。 

したがって、これらの防災上重要な施設の管理者に対する防災知識の普及を積極的に行

っていく必要がある。 

（２）実施計画 

ア 町の管理下にある防災上重要施設については、その管理者等に対して発災時における

行動の仕方、避難誘導について配慮すべき事項、どのような危険があるか、要配慮者に

対する配慮等防災思想の普及徹底を行う。 

イ 防災上重要な施設の管理者等は、発災時に適切な行動がとれるよう各種防災訓練、防

災に関する研修、講習会等に積極的に参加し、防災知識の習得に努めるとともに、その

管理する施設においても防災訓練を実施するものとする。 
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３  学校における防災教育の推進  

（１）現状及び課題 

児童生徒等が正しい防災知識を身につけることは、将来の地震災害に強い住民を育成す

るうえで重要である。 

そのため、体系的な防災教育に関する指導内容の整理、指導時間の確保などを行ったう

えで、防災訓練をより実践的なものにするとともに、学級活動等をとおして、防災教育を

推進する。 

（２）実施計画 

ア 大規模地震にも対処できるように、町及び防災機関等と連携した、より実践的な防災

訓練の実施に努める。 

イ 児童生徒等の発達段階に応じて、防災教育用教材やパンフレット等を活用して以下の

事項について指導を行い、自らの安全を確保するための行動及び他の人や集団、地域の

安全に役立つことができる態度や能力を養う。 

(ｱ) 防災知識一般 

(ｲ) 避難の際の留意事項 

(ｳ) 登下校中、在宅中に地震が発生した場合の対処の方法 

(ｴ) 具体的な危険箇所 

(ｵ) 要配慮者に対する配慮 

ウ 教職員向けの指導資料の活用や研修会の実施等により、教職員の安全・防災意識の高

揚を図る。 

 

４  町職員に対する防災知識の普及  

（１）現状及び課題 

防災関係業務に従事した経験のない職員の防災知識は、必ずしも十分とは言えない。そ

こで防災関係の職員はもちろん、それ以外の職員に対しても防災知識の普及を図っていく。 

（２）実施計画 

町は、各種の防災訓練、防災に関する研修、講習会等への参加を通じて防災関係以外の

職員に対しても次の事項について防災の知識の普及、防災意識の高揚を図る。 

ア 地震及び津波に関する一般的な知識 

イ 地震発生時の地震動及び津波に関する知識 

ウ 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 

エ 職員等が果たすべき役割（災害対策本部の組織及び事務分掌の周知、夜間・休日等に

おける動員計画及び配備体制等の周知） 

オ 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 

カ 今後地震災害対策として取組む必要のある課題 

なお、上記ウ及びエについては、毎年度町所属職員に対し、十分に周知する。 

また、各課等は、所管事項に関する防災対策について、それぞれ定められた事項につい

て職員の教育を行う。 
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５  大規模災害の教訓や災害文化の伝承  

（１）現状及び課題 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていく必要がある。 

（２）実施計画 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災

害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、

適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう公開に努める。 

また、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析

結果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取

組を支援する。 

【住 民】 

住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 
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第２９節 防災訓練計画 

第１  基本方針  

地震発生時に、被害を最小限にとどめるためには、地震発生時に適切な行動を行うことが

必要であるが、震災時における適切な行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで、地震発生時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、住民に対する計画の周知、防災知識の普及、防災

計画の検証、防災関係機関相互及び住民との協力体制の確立等の効果も期待できる。 

町及び防災関係機関は、地震発生時における行動の確認、関係機関及び住民、企業等との

協調体制の強化を目的として防災訓練を実施する。 

 

第２  主な取組み  

１ 年１回以上防災訓練を実施し、防災関係機関と連携した各種訓練を実施する。 

２ 実践的な訓練にするために訓練内容について配慮し、訓練実施後には訓練成果を取りま

とめ、課題等を明らかにし、次回の訓練に反映させる。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 29 節「防災訓練計画」に準ずるものと

する。 
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第３０節 災害復旧・復興への備え 

第１  基本方針  

町は、災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努めるとともに、大量の災

害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の充実に努める。また、地震発生後、円滑で迅速な復

興活動を行うため、町は、平常時から復興時の参考になるデータを保存及びバックアップ体

制を整備する。 

なお、災害復旧用資材の供給体制及び罹災証明書の発行体制の整備を図ることも、円滑で

迅速な復興活動のためには重要である。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害廃棄物の発生への対応体制を整備する。 

２ 復興のためのデータを保存し、バックアップ体制を整備する。 

３ 災害復旧用資材の供給体制の整備を行う。 

４ 罹災証明書の発行体制の整備を行う。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 30 節「災害復旧・復興への備え」に準

ずるものとする。 
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第３１節 地区防災会議、自主防災組織の充実強化に関する計画 

第１  基本方針  

地震発生時に、被害の防止又は、軽減のために、住民の自主的な防災活動が自治体や防災

機関の活動と並んで必要であり、特に出火防止や、初期消火、要配慮者に対する対応におけ

る役割は非常に重要である。 

地域における地区防災会議、自主防災組織の組織的な活動により、出火防止や、初期消火、

要配慮者に対する対応における成果が期待される。 

また、地区防災会議、自主防災組織の日常の活動を通じて地域の連帯感の強化が期待され

る等、その組織体制は、今日的な社会環境の中でも、その重要性を増していると言える。 

今後、より積極的に地区防災会議、自主防災組織の組織の充実強化を図っていくものとす

る。 

 

第２  主な取組み  

１ 平常時、発災時の地区防災会議、自主防災組織の活動内容 

２ 自主防災組織の組織化を促進する。 

３ 地区防災会議、自主防災組織の活動環境を整備し、活動の場を確保する。 

４ リーダーに対する研修等、組織を活性化するための対策を講じる。 

５ 防災組織相互の応援体制確立のための指導を行う。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 31 節「地区防災会議、自主防災組織の

充実強化に関する計画」に準ずるものとする。 
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第３２節 企業防災に関する計画 

第１  基本方針  

地震災害時、企業には、従業員の生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生など多岐にわたる役割が求められる。 

各企業において、これらの重要性を十分に認識し、災害時に重要業務を継続できる体制の

整備や訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実

施するなどの防災活動の推進が必要となる。 

また、施設、設備の耐震性等を確保するため、建築物の耐震診断や定期的な点検、検査を

実施し、保守、補強などの整備を計画的に推進する。 

 

第２  主な取組み  

１ 施設・設備の耐震診断や点検を定期的に実施し、保守、補強を計画的に推進し安全性の

向上を図る。 

２ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定するとともに、防災訓練を実施し企業及び地域の防災力の向上に努める。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 32 節「企業防災に関する計画」に準ず

るものとする。 
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第３３節 ボランティア活動の環境整備 

第１  基本方針  

大規模な地震が発生した場合、きめ細かな災害応急対策を迅速かつ的確に実施するために

は、町及び防災関係機関だけでは十分に対応できないことが予想される。このため、災害応

急対策に対する知識、技術及び意欲を持った災害救援ボランティアの自発的支援を適切に受

け入れ、協働による効果的な救援活動を行う必要がある。 

また、ボランティアが、必要な時に、必要な所で、必要な活動が行えるよう、町は環境整

備を図っていく必要がある。 

 

第２  主な取組み  

１ 災害救援ボランティアの事前登録を推進する。 

２ 防災ボランティア活動の環境整備を推進する。 

３ ボランティアグループ相互の連携を図るため、ボランティア連絡協議会の設置を図る。 

４ ボランティアコーディネーターの養成を推進する。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 33 節「ボランティア活動の環境整備」

に準ずるものとする。 
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第３４節 災害対策基金等積立て及び運用計画 

第１  基本方針  

災害対策に要する経費に充てるため、財政調整基金の積立てを行い、的確な運用を図る。 

 

第２  主な取組み  

災害により生じた経費を補填する等のための基金の積立てを行う。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 34 節「災害対策基金等積立て及び運用

計画」に準ずるものとする。 
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第３５節 震災対策に関する調査研究及び観測 

第１  基本方針  

地震による災害は、その災害事象が広範かつ複雑であり、震災対策の推進においては、様々

な分野からの調査研究が重要となる。 

このことから町は、国、県が行う、活断層の調査研究、観測施設の設置等に積極的に協力

するとともに、町内のデータの累積に努める。 

 

第２  主な取組み  

県、国が行う活断層及び地質の調査に協力し、地震に関する情報の収集整理等を推進する。 

 

第３  計画の内容  

町は、国及び県と協力して以下のことを行う。 

（１）地域の災害特性や災害危険性を科学的・総合的に把握するため、防災アセスメントを実

施し、その結果を計画の中で明らかにする。 

（２）国等が行う、活断層の調査研究、観測施設の設置等に積極的に協力し、町内のデータの

累積に努める。 
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第３６節 観光地の災害予防計画 

第１  基本方針  

観光地の災害対策については、地理状況に不案内な観光客が多数存在する状況にあるため、

地域住民による地区防災会議、自主防災組織での応援体制の整備を図る。 

また、近年増加している外国人旅行者について防災対策の一層の充実を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 町は、県、関係機関、観光施設の管理者と連携し、相互の連携により、地震災害時の観

光客の安全確保策を推進する。 

２ 外国人旅行者のために、避難施設や避難経路標識等の簡明化、多言語化や情報提供体制

の整備など地震発生時の防災環境づくりに努める。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 36 節「観光地の災害予防計画」に準ず

るものとする。 
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第３７節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

第１  基本方針  

地区内の居住者及び事業者が、「自助」・「共助」の精神に基づき、町と連携して、自発的

に地区における防災活動を担う例もあることから、これらの自発的な防災活動を促進し、ボ

トムアップ型で地域における防災力を高めるため、各地区の特性に応じて、コミュニティレ

ベルでの防災活動を内容とする「地区防災計画」を長和町地域防災計画に定める。 

 

第２  主な取組み  

住民等の提案により長和町地域防災計画に地区防災計画を定め、地域の防災力向上に努め

る。 

 

第３  計画の内容  

具体的な計画については、風水害対策編第１章第 37 節「住民及び事業者による地区内の

防災活動の推進」に準ずるものとする。 
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第２章 災害応急対策計画 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

第１  基本方針  

地震が発生し、緊急地震速報を受信した町、県及び放送事業者は、直ちに住民等への伝達

に努める。 

災害が発生した場合、各防災関係機関は直ちに災害時における被害状況調査体制をとり、

迅速・的確な被害状況の調査を行うものとする。この場合における調査責任機関、調査報告

様式及び連絡ルート等は次による。 

 

第２  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第２節「災害情報の収集・連絡活動」に準

ずるものとする。ただし、長野地方気象台が発表・伝達する地震情報については、次のとお

りである。 

１  緊急地震速報（警報・予報）  

緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震

源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達

時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及び予報である。 

（１）緊急地震速報（警報） 

最大震度５弱以上の揺れが推定されたときに、震度４以上の揺れが予想される地域に対

し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの。 

なお、地震に対する特別警報は、震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合に発

表される緊急地震速報が該当する。 

（２）緊急地震速報（予報） 

最大震度３以上又はマグニチュード 3.5以上等と推定されたときに発表されるもの。 

 

２  震度速報  

震度３以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報。 

地震発生後約１分半で、震度３以上を観測した地域名と地震の揺れの発現時刻を発表する。 

 

３  地震情報  

地震発生後、新たなデータが入るにしたがって、順次、次のような情報を発表する。 
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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

た地域名と地震の揺れの発現時刻を速報 

震源に関する情報 

○震度３以上 地震の震源要素（発生時刻、緯度、経度、深

さ、地震の規模（マグニチュード））、震央地

名とともに「津波の心配なし」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」旨を発表 

震源・震度に関する

情報 

○震度３以上を観測した場合、津

波警報・注意報を発表した場合、

若干の海面変動が予想される場

合、緊急地震速報（警報）を発表

した場合のいずれかに該当する

場合 

・地震の震源要素、震央地名、地域震度と震

度３以上が観測された市町村名を発表 

・震度５弱以上と考えられる地域・市町村で、

震度を入手していない場合は、その市町村名

を発表 

各地の震度に関す

る情報 

○震度１以上 ・震度１以上を観測した地点のほか、地震の

震源要素、震央地名、県内及び隣接県内の震

度観測点ごとの震度を発表 

・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、その地点

名を発表 

遠地地震に関する

情報 

○国外で発生した地震について

次のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の

大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）及びその

規模（マグニチュード）をおおむね 30分以内

に発表 

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、１km四

方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情

報として発表 
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第２節 非常参集職員の活動 

第１  基本方針  

各機関は、町の地域に地震が発生した場合は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するた

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ってその活動

体制に万全を期する。 

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全てを挙げて災害応

急対策活動に協力するものとする。 

 

第２  主な活動  

地震が発生したときは、職員による迅速な配備活動を行うとともに、災害の状況により災

害対策本部の設置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  責  務  

町は、町の地域に地震が発生した場合においては、第一次的に災害応急対策を実施する機

関として、法令、県地域防災計画及び町地域防災計画の定めるところにより、他の市町村、

県及び指定地方行政機関等並びに区域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有する

全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

 

２  活動体制  

災害応急対策に対処するため、状況に応じて以下の活動体制をとる。 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

 

活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

警戒一次体制 ○総務課職員により情報

収集・伝達を行う 

（警戒二次体制以降に継

続するための事前対策） 

○総務課長が必要と認め

た場合、課内職員により増

員を行う 

右の基準に該当したとき

から、総務課長が配備の必

要がないと認めたとき又

は他の体制に移行したと

きまで 

◎町が震度３の地震に見

舞われた場合 

○災害が発生するおそれ

のあるときで総務課長が

必要と認めたとき 

警戒二次体制 ○地震発生前の体制で、総

務課職員は各部局連絡網

の確認、情報収集等行う 

○各課長は情報収集活動

が円滑に行いうる体制と

する 

右の基準に該当したとき

から、町長が配備の必要が

ないと認めたとき又は他

の体制に移行したときま

で 

◎町が震度４の地震に見

舞われた場合 

○その他町長が必要と認

めたとき 
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活動体制 活動内容 活動期間 活動開始基準 

非 常 体 制 ○地震発生直前又は発生

後の体制で、総務課の職員

は警戒二次体制を強化し、

情報収集を行い、応急体制

の準備を整える 

○総務課の職員は事態の

推移に伴い速やかに災害

対策本部を設置し、情報、

輸送、医療、救護等の応急

対策活動が円滑に行いう

る体制とする 

右の基準に該当したとき

から、町長が配備の必要が

ないと認めたとき又は他

の体制に移行したときま

で 

◎町が、震度５弱及び震度

５強の地震に見舞われた

とき 

緊 急 体 制 ○地震発生後の体制で、災

害対策本部は非常体制を

強化し、広域的又は大規模

災害に対処する体制とす

る 

右の基準に該当したとき

から、町長が配備の必要が

ないと認めたとき及び他

の体制に移行したときま

で 

◎町が、震度６弱の地震に

見舞われたとき 

全 体 体 制 ○町の組織及び機能の全

てを挙げて対処する体制

とし、災害対策本部は町の

所要人員は各所属職員全

員とする 

○災害の推移により、必要

な人員による体制を構築

する 

右の基準に該当したとき

から、町長が配備の必要が

ないと認めたとき又は他

の体制に移行したときま

で 

◎町が震度６強及び震度

７の地震に見舞われたと

き 

 

３  配備指令の伝達及び配備担当者の招集  

（１）伝達系統 

配備指令及び配備担当者の招集の伝達は次の方法で行う。 

ア 勤務時間内 

 

                     報   指 

                     告   示 

      地震情報   ファックス等           指示 

      災害関連情報 

              配備指示 

 

 

                                       配備指示 

 

 

総務課長 

町長 

関係課長 

係長等 

職 員 
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イ 勤務時間外 

 

                          報   指 

                          告   示  配備指示 

      地震情報   

      災害関連情報                     報告 

                 招集  報告 

                          

 

                                     招集  報告 

 

 

 

（２）伝達方法 

配備決定に基づく総務課長からの関係職員への配備指令の伝達は、原則として次の方法

による。 

ア 勤務時間内 

(ｱ) 本庁舎：庁内電話等により速やかに伝達する。 

(ｲ) 和田支所及び出先：本庁舎関係課から電話、携帯電話等により速やかに行う。 

イ 勤務時間外 

防災行政無線（同報系）、音声告知端末による町内一斉放送、電話等のうち、最も速や

かに行える方法により行う。 

（３）配備担当者の決定 

関係課長は、あらかじめ配備担当者並びにその連絡方法を定めておくものとする。 

（４）自主参集 

ア 職員は、日頃からテレビ、ラジオ等の災害関連情報に十分注意し、災害時はテレビや

ラジオによる情報や周囲の状況から被害甚大と判断される場合、速やかに登庁するもの

とする。道路の寸断等により、登庁ができない場合は、その旨を連絡した上で指示を受

けるものとする。 

イ 町内に震度３以上の地震があった場合は、自動的に警戒一次体制～全体体制のいずれ

かの体制をとるため、動員配備指令によらずとも該当職員は庁舎に自主参集する。特に、

震度５強以上の地震が発生した場合は、自動的に災害対策本部を設置することになるた

め、すべての職員が自主参集する。 

 

４  災害対策本部の設置  

（１）設置基準 

町長は、前記２「活動体制」における非常体制、緊急体制及び全体体制をとるべき状況

のときで必要があると認めるとき並びに町に震度５強以上の地震が発生したときは、災害

総務課長 

町長 

関係課長 

係長等 

職 員 

当直者 

依田窪南部消防署 

ファックス等 
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対策基本法第 23 条及び長和町災害対策本部条例に基づき町災害対策本部（以下「対策本

部」という。）を設置する。 

（２）体制の種別 

町長は、対策本部を設置したときは、前記２「活動体制」における非常体制、緊急体制

又は全体体制のうち必要と認める体制をとる。 

（３）本部の組織 

対策本部の組織等は、長和町災害対策本部条例に定めるところによる。 

「長和町災害対策本部組織編成図」「長和町災害対策本部組織及び事務分掌」について

は、風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」参照のこと。 
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第３節 広域相互応援活動 

第１  基本方針  

地震発生時において、その規模及び被害状況等から、被災地方公共団体等単独では、十分

な応急・復旧活動を実施することが困難な場合、地方公共団体相互、消防機関相互及び公共

機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活

動を実施する。 

なお、町が被災した場合は、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に

遅れが生じないようにするとともに、応援要請に当たっては、受入体制に不備が生じないよ

う十分配慮する。 

また、大規模地震災害時において、町が被災を免れ又は軽微な被災であった場合において

は、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要

請ができない可能性があることから、相互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、

支援の必要性を判断する。 
 

①東海地震に関連する情報の１つ

である東海地震注意報が発表さ

れた場合 

②東海地震に係る警戒宣言が発せ

られ、地震災害警戒本部が設置

された場合 

③東海地震が発生し、その災害に

対処するために緊急災害対策本

部が設置された場合 

 また、事前の情報が発表される

ことなく、東海地震が突発的に

発生した場合 

・「東海地震応急対策活動要領」

（平成15年12月16日中央防災

会議決定、平成18年４月21日修

正） 

・「「東海地震応急対策活動要領」

に基づく具体的な活動内容に

係る計画」（平成16年６月29日

中央防災会議幹事会申合せ、平

成18年４月21日修正） 

・南海トラフ地震防災対策推

進基本計画（平成26年３月

28日中央防災会議決定） 

・「南海トラフ地震における具

体的な応急対策活動に関す

る計画」（平成27年３月30

日中央防災会議幹事会申合

せ） 

東南海地震、南海地震が同時発

生し、その災害に対処するために

緊急災害対策本部が設置された場

合 

・「東南海・南海地震応急対策活

動要領」（平成18年４月21日中

央防災会議決定） 

・「「東南海・南海地震応急対策活

動要領」に基づく具体的な活動

内容に係る計画」（平成19年３

月20日中央防災会議幹事会申

合せ） 

東京湾北部地震（東京湾北部を

震源とするマグニチュード7.3の

地震）及びその他東京23区で震度

６強を観測する程度の地震が発生

し，その災害に対処するために緊

急災害対策本部が設置された場合 

・「首都直下地震応急対策活動要

領」（平成18年４月21日中央防

災会議決定，平成22年１月15

日修正） 

・「首都直下地震応急対策活動要

領」に基づく具体的な活動内容

に係る計画」（平成20年12月11

日中央防災会議幹事会申合せ） 
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第２  主な活動  

１ 被害の規模及び状況に応じ、速やかに応援を要請する。 

２ 災害覚知時に速やかな応援体制を整える。 

３ 応援要請時の円滑な受入体制を確立する。 

４ 広域避難が行われる場合の体制を確立する。 

５ 応援活動に伴う経費を負担する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第４節「広域相互応援活動」に準ずるもの

とする。 
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第４節 ヘリコプターの運用計画 

第１  基本方針  

地震発生時には陸上の道路交通の寸断が予想されることから被災状況に関する情報収集、

救助活動、負傷者の救急搬送、緊急輸送物資の輸送、人員の搬送等の緊急の応急対策につい

ては、ヘリコプターを広域的かつ機動的に活用するものとする。 

 

第２  主な活動  

町長は、地震が発生し、応急対策等を行うため、ヘリコプターによる対応が必要と認めら

れる場合は、知事に対し迅速に要請手続きを行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第５節「ヘリコプターの運用計画」に準ず

るものとする。 
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第５節 自衛隊災害派遣活動 

第１  基本方針  

大規模な地震が発生したときには、町及び県だけの力では、救助に必要な人員、設備等を

確保することが困難な場合が予想される。 

このような場合には、人命又は財産の保護のため、自衛隊法第 83 条に基づく自衛隊の派

遣要請を行い、適切な救助活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 自衛隊への派遣要請の範囲及び要請手続きについて定める。 

２ 町、県等と派遣部隊の連絡調整について定め受入体制を整備する。 

３ 派遣部隊の活動の必要がなくなった場合の撤収方法について定める。 

４ 派遣に要した経費の負担について定める。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第６節「自衛隊災害派遣活動」に準ずるも

のとする。 
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第６節 救助・救急・医療活動 

第１  基本方針  

大規模地震発生時における救急活動については、多数の負傷者を迅速に処置することが求

められるため、速やかな救護班の派遣、円滑で効率的な救護活動の実施、医薬品、医療用資

機材の供給体制確保、他の地方公共団体との相互支援体制の整備等について、関係機関と連

携を密にし、一貫性のある的確な対応を行う。 

また、道路交通確保が困難となることが予想されるため、救護所や後方医療機関等への搬

送方法について、広域的な対応を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 町、県、県警察本部、消防機関及び医療機関等が相互の連携により、救助活動、救急処

置を要する傷病者の搬送、医薬品、医療用資機材の提供、国や他の地方公共団体等への応

援要請等の大規模災害に対応した救助、救急活動を行う。 

２ 関係機関により編成された救護班により初期救護医療を行うとともに、速やかに傷病者

の後方医療機関への受入れ、ヘリコプター等による緊急輸送等広域救護体制を確保する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第７節「救助・救急・医療活動」に準ずる

ものとする。 
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第７節 消防・水防活動 

第１  基本方針  

大規模地震等発生時においては、建築物の倒壊等の直接的な被害とともに、二次的に発生

し、多くの人的、物的被害を及ぼす同時多発火災に対する初期消火、延焼拡大防止活動及び

救助・救急活動等の消防活動並びに当該地震により、堤防その他の施設が損壊し、浸水等の

被害が発生し又は発生するおそれがある場合における水防活動を、関係機関及び地区防災会

議、自主防災組織等と連携して、迅速かつ効果的に実施する。 

また、自らの消防力又は水防力のみでは、十分な応急措置が実施できない又は実施するこ

とが困難と認められるときは、相互応援協定等に基づき、速やかに他の地方公共団体等に応

援を要請し、応急措置に万全を期する。 

 

第２  主な活動  

１ 二次的に発生する同時多発火災による被害の拡大を防止するための、初期消火、延焼拡

大防止活動及び救助・救急活動等の消防活動を行う。 

２ 堤防その他、施設の損壊による浸水等の被害を防止するため、監視、警戒及び水防作業

等の水防活動を行う。 

 

第３  活動の内容  

大規模地震発生時においては、二次的に発生する同時多発火災による被害の拡大防止を図

る必要があり、まず住民等による火災発生防止対策及び火災発生時の初期消火活動が重要に

なる。 

また、当該火災が発生した場合、消防機関は、関係機関、地区防災会議、自主防災組織等

と連携し、自らの消防力及び必要に応じて他の地方公共団体に応援を要請し、延焼拡大防止

及び救助・救急等の消防活動を行う。 

さらに大規模地震発生時において、河川等の護岸、堤防の損壊及び山腹の崩壊等によるせ

き止め、溢流、氾濫等により水害が発生し、又は発生が予想される場合、これを警戒し、防

御し、また、これによる被害を軽減するため、水防体制を確立して、諸情勢の的確なる判断

のもとに円滑な水防活動を実施する。 

具体的な活動については、風水害対策編第２章第８節「消防・水防活動」に準ずるものと

する。 
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第８節 要配慮者に対する応急活動 

第１  基本方針  

地震災害が発生した際、要配慮者とりわけ避難行動要支援者は、自力での避難等が困難で

あり、被災する可能性が高いことから、町、県及び医療機関、社会福祉施設等の関係機関は、

地域住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力を得ながら、要配慮者とりわけ避難行動要

支援者の態様に十分配慮した応急活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 要配慮者について、地域住民、地区防災会議、自主防災組織等の協力の下、被災状況の

把握、避難誘導、要配慮者に配慮した避難施設での生活環境の整備及び応急仮設住宅への

収容等を行う。また、要配慮者が利用する医療機関、社会福祉施設等の施設機能の早期回

復を図る。 

２ 介護用品、育児用品等要配慮者の生活の維持に必要な物資を調達・確保し、ニーズに応

じて供給・分配を行う。 

３ 要配慮者のニーズを的確に把握し、迅速に必要な対策を講じるため、避難施設等に相談

窓口を設置するとともに、必要な人員の確保に努める。 

４ 地震発生時において、応援をする場合及び応援を受ける場合に、円滑かつ効果的な対応

がとれる体制を確立する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第９節「要配慮者に対する応急活動」に準

ずるものとする。 
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第９節 緊急輸送活動 

第１  基本方針  

大規模地震発生時の救助活動、救急搬送、消火活動、緊急輸送活動、応急復旧活動等を迅

速、的確に実施するために、町域内道路交通網の確保はもちろん、航空機の活用を含む、総

合的な輸送確保を行うものとする。 

また、緊急輸送活動に当たっては、被害の状況、緊急度、重要度によって判断し、①人命

の安全 ②被害の拡大防止 ③災害応急対策の円滑な実施に配慮して推進するものとし、原

則として次の優先順位をもって実施する。 

 

第１段階の活動 第２段階の活動 第３段階の活動 

・人命救助 

・消防等災害拡大防止 

・ライフライン復旧 

・交通規制 

・（第１段階の続行） 

・食料、水、燃料等の輸送 

・被災者の救出・搬送 

・応急復旧 

・（第１･２段階の続行） 

・災害復旧 

・生活必需物資輸送 

 

第２  主な活動  

１ 緊急輸送全般の調整は、必要により町災害対策本部が行う。 

２ 被災状況を直ちに調査し、県警察の定める規制計画に基づく交通規制を実施し、緊急交

通路を確保するとともに、必要に応じて放置車両や立ち往生車両の移動等について道路管

理者に要請を行う。 

３ 県及び県警察を窓口として、応急復旧等に従事する緊急通行車両の確認事務を行う。 

４ 主要道路を優先とした応急復旧活動を行うとともに、緊急通行車両の通行を確保するた

め緊急の必要があるときは放置車両や立ち往生車両等の移動等を行う。また、農道、林道

等の迂回路確保にも配慮する。 

５ 輸送関係機関の協力により輸送車両を確保するとともに、効率的なヘリコプターの運用

に配慮する。 

６ 支援物資の集積と各避難所への配送を円滑に実施するため、輸送拠点を指定して運用す

る。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 10 節「緊急輸送活動」に準ずるものと

する。 
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第１０節 障害物の処理活動 

第１  基本計画  

地震発生後は、直ちに復旧作業、救援活動を開始することから、これら活動を阻害する道

路上の放置車両や立ち往生車両等、被災車両及び倒壊物件等による交通障害を直ちに除去し、

作業車両、救援車両の通行路を優先して確保しなければならない。 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、先遣隊等を派遣し

て障害情報を早期に収集し、障害物除去に対処することが大切である。 

また、障害物の集積、処分に当たっては、その集積場所の確保に加え、複雑な権利関係を

も考慮に入れた、速やかな物件の収集、処分ができるよう措置する必要がある。 

 

第２  主な活動  

１ 障害物の除去処理については、関係機関との連携の下、原則として、障害となる物件の

所有者又は管理者が行う。 

２ 除去障害物の集積、処分方法については、原則として除去障害物の所有者又は管理者が

集積場所の事前選定と速やかな処分を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 11 節「障害物の処理活動」に準ずるも

のとする。 
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第１１節 避難収容及び情報提供活動 

第１  基本方針  

地震発生時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され地域住民の身体、生命

に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に係る的確な応急対策は第１次的実施責任者

である町長が中心に計画作成をする。 

その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分に考慮する。 

特に、土砂災害危険箇所内に所在している要配慮者利用施設に対する避難準備・高齢者等

避難開始の提供や、避難勧告、避難指示（緊急）、警戒区域の設定並びに避難誘導の実施に

当たっては、これらの施設に十分配慮する。 

 

第２  主な活動  

１ 地震情報の提供、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告・避難指示（緊急）の実施者

は適切にその実施を行い、速やかにその内容を住民に周知する。 

２ 町長等は必要に応じ警戒区域の設定を行う。 

３ 避難誘導に当たっては要配慮者に配慮し、誘導員は的確な指示を行う。 

４ 町は避難者のために避難施設を開設し、良好な避難生活を確保する。 

５ 県及び町は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

６ 県及び町は、速やかに住宅の確保等を行う。 

７ 県、町及び関係機関は、被災者等への的確な情報提供を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 12 節「避難収容及び情報提供活動」に

準ずるものとする。 
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第１２節 孤立地域対策活動 

第１  基本方針  

地震災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立と、交通手段の孤立である。

情報通信の孤立は、消防署における事案の認知を阻害して人命救助活動を不可能にし、交通

手段の孤立は、救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立地域住民の生活に大きな影響を与え

る。孤立が予想される地域が存在する当町の災害応急対策は、常にこのことを念頭におき、 

１ 被害実態の早期確認と救急救助活動の迅速実施 

２ 緊急物資の輸送 

３ 道路の応急復旧による生活の確保 

の優先順位をもって当たるものとする。 

 

第２  主な活動  

１ 孤立予想地域に対して町から連絡をとって孤立の有無を確認するとともに、被害状況の

把握に努める。 

２ 交通の断絶地域に対しては、県にヘリコプターの派遣を要請し、迅速な救急救助活動を

行うとともに、観光客の救出等にも配慮する。 

３ 通信の途絶地域に対しては、移動系の無線機等の配置を検討するほか、職員等を派遣す

る等、通信手段の確保に努める。 

４ 陸上輸送が不可能な場合は、ヘリコプターの派遣を県に要請する。 

５ 迂回路の確保を含め、応急復旧工事を迅速に実施し、生活必需物資輸送等のための最低

限の交通を早期に確保する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 13 節「孤立地域対策活動」に準ずるも

のとする。 
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第１３節 食料品等の調達供給活動 

第１  基本方針  

地震発生後の、被災地区における食料の調達・供給は、被災地の状況をいち早く把握し、

国の応急用米穀等が供給されるまでの間、町や県の備蓄食料を被災者に対し供給する。 

また、市町村間の応援協定、関係業界団体等への緊急要請による食料品等の調達供給活動

を行うとともに、赤十字防災ボランティア、その他民間ボランティア等の協力も得られるよ

うにする。 

 

第２  主な活動  

１ 町の備蓄食料では、必要量の供給ができない場合は、近隣市町村、県等に要請する。 

２ 町の備蓄食料及び要請等によって調達した食料を速やかに供給する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 14 節「食料品等の調達供給活動」に準

ずるものとする。 
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第１４節 飲料水の調達供給活動 

第１  基本方針  

飲料水の調達は、止水弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プール

等へろ水器等を搬入して確保された水、ボトルウォーターにより行うこととし、水の確保が

困難となった場合は、他市町村からの応援給水により調達する。 

また、飲料水の供給は、断水世帯、避難施設、病院等を中心に、町が給水タンク等により

行い、被災の規模により町が行う給水活動が困難となる場合は、長野県市町村災害時相互応

援協定及び長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により他市町村等から応援給水を

受ける。 

 

第２  主な活動  

１ 被害状況の確認、情報の収集、調達可能な飲料水の確認等を行い、円滑な飲料水の調達

を行う。 

２ 飲料水の確保のため、応急給水を行うとともに、速やかな応急復旧作業により給水機能

の回復に努める。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 15 節「飲料水の調達供給活動」に準ず

るものとする。 
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第１５節 生活必需品の調達供給活動 

第１  基本方針  

地震発生後、住民の避難施設等での生活必需品については、町が調達し供給する。 

町では調達できない物又は不足が生じた場合には、県に協力を要請する。 

なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た

物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど、

被災地の実情を考慮する。 

 

第２  主な活動  

町は、被災状況等による生活必需品の不足状況・被災者の要望等を調査し、町では調達で

きないものについて、県への協力を要請する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 16 節「生活必需品の調達供給活動」に

準ずるものとする。 
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第１６節 保健衛生・感染症予防活動 

第１  基本方針  

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態の把

握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置、まん延防止措置、食品衛生指導、食生

活の状況の把握及び栄養改善対策等の活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮す

る。 

 

第２  主な活動  

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上に努

める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行うとともに、

食品衛生上の危害防止のための措置を講じる。 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化を図

り、災害発生時においては、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。

また、感染症発生時は、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 17 節「保健衛生・感染症予防活動」に

準ずるものとする。 

 



第３編 震災対策編（第２章 災害応急対策計画） 

-340- 

第１７節 遺体の捜索及び処置等の活動 

第１  基本方針  

地震災害時において、行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡している

と推定される者の捜索は、町が、県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。 

また、多数の死者が生じた場合は、広域的な応援により、その処理を遅滞なく進める。 

 

第２  主な活動  

関係機関との連携を密にし、遺体の捜索を行うとともに、多数の死者が生じた場合は、衛

生上の問題及び人心の安定を図る見地から、的確な処置を施す。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 18 節「遺体の捜索及び処置等の活動」

に準ずるものとする。 
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第１８節 廃棄物の処理活動 

第１  基本方針  

地震発生後のごみ、し尿の適正な処理は、環境の保全、住民衛生の確保、早期の復旧・復

興活動を行う上で重要となる。 

町によるごみ、し尿の処理活動の実施とともに、必要に応じて広域応援による処理を行う。 

 

第２  主な活動  

１ ごみ、し尿の迅速かつ適正な処理のための活動を行う。 

２ 処理能力を超える場合は広域応援による処理を図る。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 19 節「廃棄物の処理活動」に準ずるも

のとする。 
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第１９節 社会秩序の維持、物価安定等に関する活動 

第１  基本方針  

地震発生後は、被災地の社会的混乱や被災者の心理的動揺が予想され、社会秩序の維持が

重要な課題となる。また、被災者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の安定供給の

ための措置が必要となる。 

 

第２  主な活動  

１ 震災後の社会秩序を維持するための活動を実施する。 

２ 震災後の物価の安定、物資の安定供給を図る。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 20 節「社会秩序の維持、物価安定等に

関する活動」に準ずるものとする。 
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第２０節 危険物施設等応急活動 

第１  基本方針  

大規模地震等発生時において、危険物、高圧ガス、液化石油ガス、毒物劇物等の危険物品

及び大気汚染防止法に定める特定物質（以下「危険物等」という。）を取り扱う施設又は石

綿使用建築物等（以下「危険物施設等」という。）に損傷が生じた場合、危険物等の流出、

爆発、火災等により、当該施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれがある

ことから、当該施設にあっては、施設の点検を速やかに実施するとともに、施設損傷時には

応急措置を速やかに実施し、危害の防止を図る。 

また、町は関係機関と相互に協力し、迅速かつ的確な応急措置を行い、当該施設による災

害防止及び被害の軽減を図る。 

 

第２  主な活動  

１ 危険物施設における、危険物の流出、爆発及び火災の発生防止並びに被害拡大防止のた

めの応急対策を実施する。 

２ 液化石油ガス施設における、火災、爆発及び漏洩の発生防止並びに臨時供給のための応

急対策を実施する。 

３ 毒物・劇物保管貯蔵施設における、毒劇物の漏洩、流出等の発生防止並びに被害拡大防

止のための応急対策を実施する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 21 節「危険物施設等応急活動」に準ず

るものとする。 
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第２１節 ライフライン施設応急活動 

第１  基本方針  

ライフラインの復旧は、他機関の復旧作業や民生安定に大きな影響を及ぼすことから、町

は、地震発生時において被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保す

るとともに、機動力を発揮して応急復旧に努める。なお、必要に応じ、広域的な応援体制を

とるよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ 応急給水に必要な飲料水を確保するとともに、計画的な復旧作業を行い、給水機能の回

復を図る。 

２ 情報の収集・連絡を迅速に行い、被害規模の早期把握に努める。 

３ 収集された情報に基づき、応急対策の実施体制をとる。 

４ ライフラインとしての機能を最低限確保するため、所要の応急対策をとる。 

５ 感電事故防止と復旧見込み等に関する広報を行い、二次災害防止に努める。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 22 節「ライフライン施設応急活動」に

準ずるものとする。 
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第２２節 通信・放送施設応急活動 

第１  基本方針  

地震発生時において通信・放送は、正確な情報の収集伝達手段として非常に重要な役割を

果たし、あらゆる災害応急活動を迅速に行う上で必要不可欠なものである。これらの確保を

図るため必要な対策計画を定める。 

 

第２  主な活動  

１ 町は、防災行政無線通信施設及びＣＡＴＶ・音声告知端末施設の復旧活動、疎通維持を

行う。 

２ 電気通信事業者は、通信施設の復旧活動、重要回線及び避難所の通信確保を行う。 

３ 放送機関は、放送施設の復旧活動及び放送の継続確保を行う。 

 

第３  計画の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 23 節「通信・放送施設応急活動」に準

ずるものとする。 
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第２３節 災害広報活動 

第１  基本方針  

誤った情報等による社会的混乱を防止し、住民の不安を解消するとともに、被災地や隣接

地域の住民の適切な判断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確かつわかりやす

い情報の速やかな提供及び住民等からの問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速に対応を

行う。 

なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国籍住民、外国人旅行者等要配慮者に対し

て、十分配慮するよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ 住民等への的確な情報の伝達を行うために広報活動を行う。 

２ 住民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応を行うため、窓口を設置する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 24 節「災害広報活動」に準ずるものと

する。 
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第２４節 土砂災害等応急対策 

第１  基本方針  

地震により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び規模の拡大に備え、的確な避難、

応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。 

 

第２  主な活動  

被災状況、土砂災害等の規模を早急に調査し、崩壊、地滑り、土石流等現象ごとに今後考

えられる状況、情報を提供し、応急工事を実施する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 25 節「土砂災害等応急対策」に準ずる

ものとする。 
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第２５節 建築物災害応急活動 

第１  基本方針  

地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保するた

めに避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

 

第２  主な活動  

１ 地震発生後、建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、

落下等の危険性があるものについては応急措置を講ずる。また、緊急地震速報を有効に活

用し、被害の軽減を図る。 

２ 文化財は貴重な国民的財産であることを認識し、被災した場合は見学者の生命・身体の

安全を確保するとともに、文化財の被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急措置を講

ずる。 

 

第３  活動の内容  

１  公共建築物  

（１）基本方針 

地震発生後、復旧活動の拠点ともなる建築物であるため、速やかに被害状況を把握し必

要な措置を講ずる。 

また、緊急地震速報を受信した場合は、利用者を適切に誘導するとともに、職員も適切

な対応行動をとることにより、被害の軽減を図る。 

（２）実施計画 

ア 庁舎、社会福祉施設、病院、町営住宅、町立学校等については、利用者の避難誘導を

行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずる。 

イ 緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう

誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置を講

ずる。 

ウ 被害状況により応急危険度判定士の派遣要請を行う。 

【関係機関】 

利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

２  一般建築物  

（１）基本方針 

地震発生後、建築物の所有者等は、速やかに被害状況を把握し必要な措置を講ずるもの

とする。 
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（２）実施計画 

ア 住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の確保を図るため、必要に応じ

て被害状況を調査し、被災住宅の応急危険度判定を行い、危険防止のため必要な措置を

講ずる。 

イ 災害の規模が大きく、町において人員が不足する場合は、応急危険度判定士の派遣要

請を行うほか、県もしくは近隣市町村に対して支援を求める。 

ウ 必要に応じ、住宅事業者の団体と連携して、応急対策により居住継続が可能な被災住

宅の応急修繕を推進する。 

【建築物の所有者等】 

建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、被害状況を把握し危険箇所への立入禁止

等必要な措置を講ずるものとする。 

 

３  文化財  

（１）基本方針 

文化財は貴重な国民的財産であるため、被災した場合は見学者の生命・身体の安全を確

保するとともに、被害状況を把握し被害の拡大防止等の応急措置を行う。 

（２）実施計画 

町教育委員会は、地震が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万

全を期すよう指導するとともに、国・県指定文化財に被害が発生した場合は、その原因、

被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。 

【所有者又は管理者】 

ア 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行うものとする。 

イ 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行うものとする。 

ウ 被害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、町教育委員会へ報告

し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を町教育委員会、県教

育委員会、文化庁の指導を受けて実施するものとする。 
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第２６節 道路及び橋梁応急活動 

第１  基本方針  

地震により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に応

じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかな路上障害物の除去及び応

急復旧工事を行う。道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報提供を行

う。 

また、被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第２  主な活動  

１ 道路及び橋梁の被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧を行うとともに交通規制を

行い、道路状況を提供する。 

２ 被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 27 節「道路及び橋梁応急活動」に準ず

るものとする。 
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第２７節 災害の拡大防止と二次災害防止活動 

第１  基本方針  

地震発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が

予想される二次災害を防止するための活動が重要である。 

 

第２  主な活動  

１ 建築物に係る二次災害を防止するため応急危険度判定士の派遣等の活動を行う。また、

構造物の二次災害を防止するための活動を実施する。 

２ 危険物施設等に係る二次災害を防止するため、それぞれの危険物に応じた活動を行う。 

３ 河川施設の二次災害を防止するための活動を行い、被害の拡大を防ぐ。 

４ 危険箇所の緊急点検等の活動を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  建築物、構造物に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

ア 建築物関係 

被災した建築物や敷地について余震等による倒壊等の二次災害から住民を守るための

措置を講ずる。 

イ 道路橋梁関係 

道路・橋梁等の構造物についても、余震等による倒壊等の二次災害を防止するための

措置を講ずる必要がある。 

（２）実施計画 

ア 建築物関係 

(ｱ) 被災地において、応急危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよう、次

の事項を整備する。 

ａ 応急危険度判定士の派遣要請 

ｂ 応急危険度判定を要する建築物又は地区の選定 

ｃ 町内の被災地域への派遣手段の確保 

ｄ 応急危険度判定士との連絡手段の確保 

(ｲ) 町長は、必要に応じ倒壊等の危険のある建築物について立入禁止等の措置をとる。 
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イ 道路橋梁関係 

町内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図り

ながら交通規制、応急復旧を行う。 

 

２  危険物施設等に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

ア 危険物関係 

地震の発生後、危険物施設の損傷等による危険物の流出、爆発や火災等による被害か

ら関係者及び住民の安全を確保するため、被害の拡大防止のための活動が必要である。 

イ 液化石油ガス関係 

地震発生後の二次災害を防止するためには、液化石油ガス一般消費先に対する緊急点

検活動を効果的に実施することが重要であり、そのためには、他地区からの応援等も含

めた体制が必要である。 

ウ 毒物劇物関係 

毒物及び劇物を取り扱う者は、毒物劇物保管施設が被害を受け二次災害発生のおそれ

がある場合は、直ちに保健所、警察署、消防署等関係機関に対して通報するとともに危

害防止のため必要な措置をとる。県は事故処理剤の供給等を行うとともに必要な情報の

提供を行う。 

（２）実施計画 

ア 危険物関係 

(ｱ) 危険物施設の緊急時の使用停止命令等 

町長は、災害防止等のため緊急に必要があると認められるときは、町の区域におけ

る危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命じるものとする。 

(ｲ) 地震発生時等における連絡 

危険物施設等において地震が発生し又は発生するおそれのある場合における連絡

体制を確立する。 

(ｳ) 危険物施設の管理者等に対する指導 

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者

等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう、次項に掲げる項目に

ついて指導する。 

【危険物施設の管理者】 

ア 危険物施設の緊急時の使用停止等 

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合には、操業の停止又は制限をするとともに、

危険物の移送を中止するものとする。 

イ 危険物施設の緊急点検 

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとと

もに、施設周辺の状況把握にも努めるものとする。 
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ウ 危険物施設における災害防止措置 

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切

な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸

水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害

発生に備えた措置も併わせて講ずるものとする。 

エ 危険物施設における災害発生時の応急措置等 

(ｱ) 応急措置 

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じた

初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置を迅

速かつ的確に行うものとする。 

(ｲ) 関係機関への通報 

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防署、警察署等関係機関に通

報するものとする。 

オ 相互応援体制の整備 

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取扱

事業所に応援を要請するものとする。 

カ 従業員及び周辺住民に対する措置 

消防、警察等関係機関と連携し、広報を行う等、従業員及び周辺地域住民の安全確保

のための措置を行うものとする。 

（３）その他 

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害の防止活動については、上田地域

広域連合消防本部と協力して、関係機関等に対して指導徹底する。 

 

３  河川施設の二次災害防止対策  

（１）基本方針 

地震発生後の洪水又は、余震等により河川施設等に二次的な災害の発生が考えられる場

合、危険箇所の点検を行い、その結果必要な応急活動を実施する必要がある。 

（２）実施計画 

ア 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険

箇所を重点的に巡視する。 

イ 巡視の結果危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図る。 

ウ 災害防止のための応急工事を実施する。 

エ 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。 

オ 必要に応じて水防活動を実施する。 
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４  山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策  

（１）基本方針 

地震に伴い、地盤に緩みが生じた場合、その後の余震等により山腹・斜面の土砂崩壊、

地滑り及び渓流における土石流の発生などの危険性があり、これによる二次災害から住民

を守るための措置を講じる。 

（２）実施計画 

ア 緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 

イ 専門技術者等を活用して二次災害の危険性を見極めつつ、必要に応じ、住民の避難、

応急対策を行う。 
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第２８節 ため池災害応急活動 

第１  基本方針  

地震発生に伴うため池決壊の災害を軽減するため、点検の結果、安全管理上必要があると

認めた場合は、速やかに応急措置を行い、ため池の安全を確保する。 

 

第２  主な活動  

被害状況の的確な把握と被害の拡大防止のために関係機関と調整を図る。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 29 節「ため池災害応急活動」に準ずる

ものとする。なお、関係機関が実施する対策については、以下によるものとする。 

【関係機関が実施する対策】 

ア 管理団体において、地震発生後はため池の緊急点検を実施し、結果を速やかに町へ報

告するものとする。 

イ 地震の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急に取水施

設を操作し貯留水を放流するものとする。 

ウ 町が実施する応急対策について協力するものとする。 
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第２９節 農林水産物災害応急活動 

第１  基本方針  

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大防止のための栽培・管理技術指

導の徹底を図るとともに、農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止

のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止のための除去を行う。 

また、被災した農林水産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。 

 

第２  主な活動  

被害状況の早期・的確な調査を実施し、関係機関が連携をとりながら、被害の拡大防止と

迅速な復旧に向けて、技術指導等必要な措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  農水産物災害応急対策  

（１）基本方針 

被害を受けた作物の技術指導は、町、県及び農業団体等が協力して行うとともに、病害

虫、家畜疾病の発生・まん延防止の徹底に努める。 

また、被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧に努める。 

（２）実施計画 

ア 農業改良普及センター、農協等関係機関と連携をとり、被害状況の早期・的確な把握

を行い、その結果を地域振興局に報告する。 

イ 農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農協等関係機関と連

携をとり、速やかに農業者に周知徹底する。 

【関係機関】 

ア 町と連携をとり、被害状況の把握を行うとともに、農業者に対する講習会等の実施に

より、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に努めるものとする。 

イ 被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進めるものとする。 

【住 民】 

町等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協等の指導に基づき農

作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止対策を実施するものとする。 

 

２  林産物災害応急対策  

（１）基本方針 

倒木や損傷した素材、製材品については、二次災害の拡大防止のため速やかに除去する

とともに、森林病害虫の発生防除等の徹底に努める。 

また、被災した生産、流通、加工施設等の速やかな復旧を進める。 
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（２）実施計画 

被害状況を調査し、その結果を県に速やかに報告するとともに応急復旧のため、技術指

導など必要な措置をとる。 

【関係機関】 

ア 国有林野内の被災状況を調査し、必要な応急措置を講じるとともに、二次災害のおそ

れのある場合には、下流地域の市町村と連携を図りその防止に努めるものとする。（東

信森林管理署大門森林事務所） 

イ 町と連絡をとって被災状況を調査し、その結果を速やかに町、県に報告するとともに

応急復旧措置をとるものとする。 

【住 民】 

町等が行う被災状況調査や応急復旧に協力するものとする。 
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第３０節 文教活動 

第１  基本方針  

学校等は多くの児童生徒等を収容する施設であり、地震発生時においては児童生徒等の安

全及び教育を確保する必要がある。 

このため町は、避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応急教育の実施、被災した児童

生徒等に対する教科書の供与等の措置を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 児童生徒等の安全な避難誘導、保護者への引き渡し 

２ 被害状況の把握、授業継続のための措置、学校給食の確保 

３ 被災した児童生徒等に対する教科書の供与、就学援助、保育料の減免 

 

第３  活動の内容  

１  児童生徒等に対する避難誘導  

（１）基本方針 

学校長等は、地震発生に際して、児童生徒等の人命の保護を第一義とした避難誘導活動

に努める。 

（２）実施計画 

学校長等は、地震発生時、建物、器物などの倒壊、破損、落下による危険を回避し、児

童生徒等の心理的動揺を防いで、安全を確保するために以下の事項に留意し適切な避難誘

導措置をとる。 

ア 第一次避難場所への避難誘導 

(ｱ) 被害状況を把握し、適切な緊急避難の指示を与え、児童生徒等を整然と速やかに、

校庭など指定した第一次避難場所へ誘導する。 

(ｲ) 全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、所在不明の児童生徒等がいる場合は、

捜索・救出に当たる。 

イ 第二次避難場所への避難誘導 

(ｱ) 第一次避難場所が危険になった場合は、町長の指定する避難施設等、より安全な場

所（第二次避難場所）に児童生徒等を誘導する。 

(ｲ) 保護者にはあらかじめ第二次避難場所を周知しておくとともに、学校等に連絡員を

残すか、避難先を掲示しておく。 

(ｳ) 第二次避難場所に到着次第、速やかに児童生徒等の避難状況を把握し、所在不明の

児童生徒等がいる場合は、捜索・救出に当たる。また、避難状況を町教委に報告する

とともに保護者、町及び関係機関に連絡する。 
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ウ 児童生徒等の帰宅、引き渡し、保護 

(ｱ) 児童生徒等を帰宅させる場合は、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落などの状

況を十分把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、退園及び下校の方法を決定する。 

(ｲ) 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団退園及び下校をするか、

保護者に直接引き渡す等の措置をとる。 

(ｳ) 災害の状況及び児童生徒等の状況等により帰宅させることが困難な場合は、学校等

又は避難施設において保護する。 

 

２  応急教育計画  

（１）基本方針 

学校においては、震災時の教育活動に万全を期するため、教職員及び学校施設・設備を

早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。 

（２）実施計画 

ア 町教委は災害時における教育活動に万全を期するため、下記事項に留意し、地震発生

時の対応、応急教育に関する対策について学校を指導及び支援する。 

(ｱ) 学校施設・設備の確保 

ａ 学校施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立てて応急措置

を実施する。 

ｂ 学校施設・設備に係る被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業実施困難な場

合及び避難施設として施設を提供したため長期間利用できない施設が生じている場

合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近隣の県立・市町村立の学校施設、その他

公共施設の利用を図るなどの調整を行う。 

(ｲ) 教職員の確保 

災害により教職員に不足をきたし、教育活動の継続に支障が生じている場合、教職

員を確保し、教育活動が行える態勢を整える。 

(ｳ) 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしていると

きは、(財)長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置を講じる。 

イ 学校長は、災害が発生した場合、以下の事項に留意して応急教育の円滑な実施を図る。 

(ｱ) 被害状況の把握 

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、町教委、町及び

関係機関へ報告又は連絡する。 

(ｲ) 教職員の確保 

災害の推移を把握するとともに教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育に復

するよう努め、教職員に不足を生じたときは、町教委と連絡をとり、その確保に努め

る。 
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(ｳ) 教育活動 

ａ 災害の状況に応じ、町教委と連絡の上、臨時休業等適切な措置を講ずる。この場

合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、その時期については早期に保護者に

連絡する。 

ｂ 被災した児童生徒等を学校に収容することが可能な場合は、収容して応急の教育

を行う。 

ｃ 避難施設等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の分担を定

め、実情の把握に努め、指導を行う。 

ｄ 授業の再開時には、町及びその他関係者と緊密な連絡の下に登下校の安全確保に

努めるとともに、健康・安全指導及び生徒指導に留意する。 

(ｴ) 児童生徒等の健康管理 

ａ 必要に応じ建物内外の清掃、飲料水の浄化、感染症の予防措置等保健衛生に関す

る措置を講ずる。 

ｂ 授業再開時には、必要に応じ教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を実施

するよう努める。 

(ｵ) 教育施設・設備の確保 

ａ 学校施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入禁止等の措置を行う。 

ｂ 施設・設備に災害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施設・設備に

ついて調査し、校舎内外の整備復旧に努める。 

ｃ 残存施設・設備のみでは授業を実施することが困難な場合及び避難施設として施

設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎の建

設や被災を免れた近接の県立・市町村立の学校施設、その他公共施設の利用を図り

授業の実施に努める。 

(ｶ) 学校給食の確保 

学校給食用物資（小麦粉、米穀、脱脂粉乳、牛乳）の補給に支障をきたしていると

きは、町教委と連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に可能な

限り協力するものとする。 

 

３  教科書の供給及び就学援助等  

（１）基本方針 

町は、被災した児童生徒等の学習を支援するために教科書の供与や、就学援助等の措置

を実施する。 

（２）実施計画 

ア 教科書の供与 

町は、学校における教科書の必要数量を把握し、調達及び配分を行う。 

町における調達が困難なときは、教育事務所を経由して県教委に調達のあっせんを依

頼する。 
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イ 就学援助 

町教委は、被災した児童生徒等のうち就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法

を定めてその実施に努める。 

ウ 保育料の減免 

町長は、被災した児童生徒等のうち、保育料を納付することが困難な者に対しては減

免の措置をとる。 
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第３１節 飼養動物の保護対策 

第１  基本方針  

地震発生時においては、人命救助が最優先であるが、被災した動物についても保護・収容・

救護及び避難施設での飼育等の保護措置を実施する。 

 

第２  主な活動  

被災地域における負傷又は放し飼い状態の動物の保護活動及び避難施設におけるペット

の適正な飼育を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 32 節「飼養動物の保護対策」に準ずる

ものとする。 
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第３２節 ボランティアの受入体制 

第１  基本方針  

震災時においては、大量かつ広範なボランティアニーズが発生し、それに迅速的確に対応

することが求められる。 

事前に登録されたボランティアの受入れはもとより、震災時に全国各地から集まる未登録

のボランティアについても、窓口を設置し適切な受入れを行い、ボランティア活動が円滑に

行われるよう努める。 

 

第２  主な活動  

１ ボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入体制の確保に努める。 

２ 災害対策本部にボランティアの活動拠点を設置し、必要に応じ資機材等の提供を行う等、

その活動を支援する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 33 節「ボランティアの受入体制」に準

ずるものとする。 
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第３３節 義援物資及び義援金の受入体制 

第１  基本方針  

大規模な地震が発生した場合には、町は、県及び日本赤十字社長野県支部、社会福祉協議

会、県共同募金会等関係機関と連携を図りながら、国民、企業等から寄託された義援物資及

び義援金を、迅速かつ確実に被災者に配分するため、受入れ、保管、輸送等の公正かつ円滑

な実施に努める。 

 

第２  主な活動  

１  義援物資  

（１）義援物資の募集が必要と認められる地震が発生した場合、義援物資の受付窓口を設置し、

義援物資の募集及び受付を実施する。 

（２）被災者のニーズを把握し、「受入れを希望するもの・足りているもの」のリスト、送り

先、募集期間等を公表し、支援を呼びかける。なお、混乱を防ぐために「個人からの義援

物資は受け入れない」などの方針を状況に応じて公表する必要がある。 

（３）義援物資については、被災状況を勘案し、効果的に配分する。 

 

２  義援金  

（１）義援金の募集が必要と認められる災害が発生した場合、義援金の受付窓口を設置し、義

援金の募集及び受付を実施する。 

（２）義援金の配分に当たっては、県及び関係機関等と協力して、義援金配分委員会を組織し、

迅速かつ公正に被災者に配分する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 34節「義援物資及び義援金の受入体制」

に準ずるものとする。 
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第３４節 災害救助法の適用 

第１  基本方針  

市町村単位の被害が一定の基準以上となり、かつ応急的な復旧を必要とする場合、災害救

助法が適用され、被災者の保護及び社会秩序の保全が図られる。 

災害救助法による救助は、県が実施する。ただし町長は、知事から委任された救助事務に

ついては、知事の補助機関として実施する。 

 

第２  主な活動  

１ 被害情報の把握を迅速に行い、必要に応じて災害救助法を適用する。 

２ 町、県はそれぞれの役割分担により、迅速な救助を実施する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 35 節「災害救助法の適用」に準ずるも

のとする。 
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第３５節 観光地の災害応急対策 

第１  基本方針  

観光地へ通ずる道路が、地震により寸断され、観光地が孤立状態になった場合の救出活動

や観光客の安全の確保について、国、県、関係機関と連携し、対応していく。 

 

第２  主な取組み  

１ 観光地で地震が発生した際には県、町、関係機関、観光施設の管理者は、相互の連携に

より、観光客の安全を確保する。 

２ 外国人旅行者のために、避難施設や災害の情報を提供する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第２章第 36 節「観光地の災害応急対策」に準ず

るものとする。 
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第３章 災害復旧計画 

 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

第１  基本方針  

被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施設の復旧等を図り、より安全性

に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指すため、復旧・復興の基本方向を決

定し、その推進に当たり必要な場合は、他の地方公共団体の支援を要請する。 

 

第２  主な活動  

１ 原状復旧か又は計画的復興かの基本的方針を早急に決定する。 

２ 復旧・復興に当たり必要に応じ他の自治体への支援を求める。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第１節「復旧・復興の基本方針の決定」に

準ずるものとする。 
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第２節 迅速な原状復旧の進め方 

第１  基本方針  

被災者の生活再建を支援し、より安全性に配慮した復興を目指すためには、まず公共施設

等の迅速な原状復旧や、災害によって生じた廃棄物の円滑で適切な処理が求められる。 

関係機関は、可能な限り迅速な原状復旧を図るものとする。 

 

第２  主な活動  

１ 被災施設の迅速かつ円滑な復旧事業を実施し、災害防止の観点から可能な限り改良復旧

を行う。 

２ 円滑かつ適切に災害廃棄物の処理を行う。 

３ 町のみでは人員の確保が困難な場合、応援市町村や県へ職員の派遣要請を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第２節「迅速な原状復旧の進め方」に準ず

るものとする。 
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第３節 計画的な復興 

第１  基本方針  

大規模地震災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における被

災地域の再建方針として、さらに災害に強い町づくり等の中長期的課題の解決も図る計画的

復興を目指すに当たっては、復興計画を作成し、住民の理解を求めながら、住民の安全と環

境保全等にも配慮した防災町づくりを実施する。 

 

第２  主な活動  

１ 複数の機関が関係し、高度、複雑及び大規模化する復興事業を可及的速やかに実施する

ための復興計画の作成並びに体制整備 

２ 再度災害防止と、より快適な農村環境を目指した、住民の安全と環境保全等にも配慮し

た防災町づくりの実施 

３ 著しく異常かつ激甚な災害が発生し、国の緊急災害対策本部が設置された特定大規模災

害が発生した場合の各機関の連携による復興の促進 

 

第３  計画の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第３節「計画的な復興」に準ずるものとす

る。 

なお、防災町づくりに当たっては、必要に応じ、次の事項を目標とする。 

（１）避難路、避難施設、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、河川等の整備 

（２）ライフラインの共同収容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等によるライフライン

の耐震化 

（３）建築物及び公共施設の耐震化、不燃化 

（４）耐震性貯水槽の設置等 
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第４節 資金計画 

第１  基本方針  

災害復旧についての資金の需要を迅速に把握し、適切にして効果的な資金の調達を行うた

めの必要な措置を講ずる。 

 

第２  主な活動  

町は、起債の利用、地方交付税の繰上交付の要請等の必要な措置を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第４節「資金計画」に準ずるものとする。 
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第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第１  基本方針  

災害を受けた地域住民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般

にわたる救済措置を講ずることにより生活の確保を図る。 

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

のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニテ

ィの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講ずる必要がある。 

 

第２  主な活動  

１ 被災住宅の復興を行う者への支援及び災害公営住宅の建設等を行うとともに、公営住宅

への優先入居を行う。 

２ 被害の状況が被災者生活再建支援法の適用基準に該当する場合は速やかに適用手続等を

実施する。 

３ 被災低所得者支援のため、社会福祉協議会による災害援護資金の貸付等を行う。 

４ 被災地における雇用維持等のため、被災者への職業紹介、労働災害対象者への労災保険

給付等を行う。 

５ 被災した低所得者への必要な生活保護措置を行う。 

６ 被災者への災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付、災害見舞金の

交付を行う。 

７ 被災者に対し適時適切な金融上の措置を行う。 

８ 被災者の納付すべき租税の徴収猶予及び減免措置を行う。 

９ 被災した被保険者に対する医療費の一部負担金、保険税の減免等の措置を行う。 

10 被災者に対する被災証明書の早期交付体制を確立する。 

11 被災者台帳を作成し、被災者の援護を総合的かつ効率的に行う。 

12 被災者等の生活再建等の支援のための相談窓口の設置及び広報を行う。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第５節「被災者等の生活再建等の支援」に

準ずるものとする。 
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第６節 被災中小企業等の復興 

第１  基本方針  

被災中小企業等の事業の早期復旧を図るため、これに必要な資金の円滑な融通等による復

旧対策を推進する等の必要な措置を講ずるとともに、事業再開に対する相談体制を整備し、

総合的な支援を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 事業の早期復旧を図るため、必要な資金の円滑な融通等を実施する。 

２ 事業再開に対する相談体制を整備する。 

 

第３  活動の内容  

具体的な活動については、風水害対策編第３章第６節「被災中小企業等の復興」に準ずる

ものとする。 
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第１章 航空災害対策 

 

第１節 災害予防計画 

第１  基本方針  

町は、航空機の墜落等の万が一の事故発生に備えて、迅速かつ円滑な災害応急対策がとれ

るよう、情報の収集・連絡体制の整備を行うとともに、捜索、救助、救急、消火活動を行う

関係機関の資機材の整備等に努める。 

また、町・県及び航空運送事業者は、あらかじめ、非常時の職員の体制、救助・救急医療、

消火活動に必要な体制の整備を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 関係機関及び機関相互における情報の収集・連絡体制の整備を図るとともに、発災現場

等や民間企業、報道機関、住民等からの情報収集体制の整備を行う。 

２ 非常参集体制の整備及び関係機関の連携体制をあらかじめ整備する。 

３ 消防及び医療機関は救急救助用の資機材の整備、医療資機材の備蓄等に努める。 

 

第３  計画の内容  

１  情報の収集・連絡体制の整備  

（１）県及び航空運送事業者等の実施する計画に協力する。 

（２）情報の収集・連絡体制の整備を行い、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の

整備を図る。また、報道機関や住民等からの情報の収集体制の整備を行う。 

 

２  情報収集を行うための情報収集手段の整備  

（１）県及び航空運送事業者等の実施する計画に協力する。 

（２）捜索、救助、救急、消火活動を行う関係機関の資機材の整備等に努める。 

 

３  非常参集体制の整備及び関係機関の連携体制  

（１）職員による迅速な配備活動体制を整備し、特に勤務時間外においても迅速な対応ができ

る体制とする。また、必要に応じ見直しを行う。 

（２）消防機関同士の相互応援体制が円滑に行われるよう、風水害対策編第１章第５節「広域

相互応援計画」に定めるとおり、緊急消防援助隊の出動を想定した人命救助活動の支援体

制の整備を行う。 

 

４  救急救助用の資機材の整備、医療資機材の備蓄  

町は、消防機関及び医療機関等と連携し、必要な資機材の整備に努める。 
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第２節 災害応急対策計画 

第１  基本方針  

町は、航空機の墜落事故により多数の死傷者が発生した場合に、迅速かつ的確に捜索、救

助、消火等の応急対策を行い、被害を最小限に止めることを目的とする。 

 

第２  主な活動  

１ 町は、県等と協力し情報収集を行うとともに、被害規模に関する概括的情報を関係機関

へ報告するとともに、県等と応急対策の活動状況を相互に連絡し合う。 

２ 職員の非常参集、情報収集連絡体制等を確立し、必要に応じて災害対策本部を設置する。

被害等の規模によっては、必要に応じて広域応援の要請を行う。 

３ 事故による災害が発生した場合には、関係機関は速やかに相互に連携して捜索、消火、

救助、医療活動を実施する。 

４ 被災家族や一般住民に対する的確な情報伝達活動を実施する。 

 

第３  活動の内容  

１  情報の収集・連絡・通信の確保  

（１）情報の収集及び報告 

ア 町は、航空機や画像により情報を収集した場合や、住民から災害発生直後の一次情報

を得た場合は直ちに関係機関へ報告を行う。 

イ 町は、人的被害の状況を収集するとともに、被害規模に関する概括的な情報を含め、

把握できた範囲から直ちに上田地域振興局へ連絡する。 

（２）応急活動対策の情報収集 

町は、応急対策の実施状況について県との情報交換を行うとともに、応急対策の活動状

況、対策本部の設置状況、応援の必要性を県に連絡する。 

 

２  活動体制の確立  

（１）職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立、災害対策本部の設置 

風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」に基づき早期参集を行うとともに、

予測される災害規模により必要に応じて災害対策本部を設置する。 

（２）広域応援体制への早期対応 

町は、災害の規模等により、町の活動のみでは、十分な応急活動が行えない場合は、風

水害対策編第２章第４節「広域相互応援活動」に基づき、応援要請を行うとともに、応援

を受け入れるための受援体制を早急に整える。 
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（３）自衛隊派遣要請 

航空災害時における自衛隊派遣要請については、風水害対策編第２章第６節「自衛隊災

害派遣活動」の定めるところにより実施する。 

 

３  捜索、救助・救急及び消火活動  

（１）捜索活動の実施 

町は、県から災害の発生情報を得た場合は、消防本部と消防団との連携による捜索活動

に着手し、得た情報は、県へ連絡する。 

（２）消火、救助活動の実施 

災害の発生箇所が確認された場合は、速やかに被害状況の把握を行うとともに、風水害

対策編第２章第７節「救助・救急・医療活動」、第８節「消防・水防活動」に基づき、消

火、救助・救急活動を行い、必要に応じて広域応援体制をとる。 

（３）医療活動の実施 

多数の負傷者への応急処置や救急搬送に対応するため、県や小県医師会、日本赤十字社、

自衛隊等の関係機関の協力を得て、迅速かつ的確な医療救護活動を実施する。 

 

４  関係者等への情報伝達活動  

（１）被災家族への情報伝達活動 

風水害対策編第２章第 24 節「災害広報活動」に定めるところにより、被災者の家族等

に対する広報活動を実施する。 

（２）一般住民への情報伝達活動 

風水害対策編第２章第 24 節「災害広報活動」に定めるところにより、住民等に対する

広報活動を実施する。 

 

航空災害における連絡体制 

   ○航空事故情報等の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ＣＡＢ＝国土交通省東京航空局松本空港出張所 

 

 

 

 

 

「地震予知に関する情報等の伝達」

に準じた伝達 

航空運送事業者 

Ｃ Ａ Ｂ 

国土交通省 

関係機関 

住民等 
長野県 

指定公共機関等 

関係省庁 

・内閣府 

・消防庁 

・警察庁 

・防衛省 

・気象庁等 
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   ○航空事故発生直後の第１次情報等の収集・連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                大規模な場合（    は、指定公共機関等の場合） 

 

 

   ○一般被害情報等の収集・連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○応急対策活動情報の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長和町 消防庁 長野県 

航空運送事業者 国土交通省 

国土交通省 

関係省庁 長野県警察 警察庁 

警察庁 

消防庁 

防衛省 

国土交通省 関係機関 

指定行政機関等 指定公共機関等 

内閣総理大臣 

非常災害対策本部等 

 

消防庁、関係省庁 

 

航空運送事業者 国土交通省 

（本部設置後） 

地方公共団体 

指定公共機関等 指定行政機関等 

長野県 

長和町 指定行政機関等 長野県 

航空運送事業者 内閣府 

非常災害対策本部等 

指定公共機関等 

内閣総理大臣 （本部設置後） 
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第２章 林野火災対策 

 

第１節 災害予防計画 

第１  基本方針  

林野火災は、多くの場合、気象、地形、水利等極めて悪い条件のもとにおいて発生し、ま

た、山林の特殊性として発見も遅れ、貴重な森林資源をいたずらに焼失するばかりでなく、

気象条件によっては、消防活動従事者の人命を奪うような危険性や、人家への延焼等大きな

被害に及ぶ可能性が少なくないので、火災時における消防活動が迅速かつ適切に実施できる

よう、活動体制の整備を図る。 

 

第２  主な取組み  

１ 関係機関と連携を図り、林野火災消防計画を確立し、それに基づく予防対策を実施する。 

２ 気象警報・注意報等の発表等気象に関する情報の収集体制の整備に努めるとともに、林

業関係者、報道機関、住民等からの情報など、多様な災害関連情報等の収集体制の整備に

努める。 

３ 情報収集体制及び関係機関相互間等の連絡体制の整備を図り、迅速な初動体制を確保す

るため、災害応急体制の整備を図る。 

４ 消火活動の実施に必要な資機材の整備に努める。 

５ 防災関係機関等と防災訓練を実施する。 

 

第３  計画の内容  

１  林野火災に強い地域づくり  

（１）林野火災消防計画の確立 

関係機関と緊密な連携をとり、林野火災消防計画の確立を図るものとし、計画の作成に

当たっては、森林の状況、気象条件、地理、水利の状況、森林施業の状況等を調査検討の

うえ、次の事項等について計画する。 

ア 特別警戒実施計画 

(ｱ) 特別警戒区域 

(ｲ) 特別警戒時期 

(ｳ) 特別警戒実施要領 

イ 消防計画 

(ｱ) 消防分担区域 

(ｲ) 出動計画 

(ｳ) 防御鎮圧要領 



第４編 航空災害・林野火災対策編（第２章 林野火災対策） 

-380- 

ウ 資機材整備計画 

エ 防災訓練の実施計画 

オ 啓発運動の推進計画 

（２）予防対策 

町は、林野火災予防のため、次の事業を行う。 

ア 防災思想の普及 

(ｱ) 防災関係機関の協力を得て、入山者、地域住民、林業関係者等に対し、林野火災予

防の広報、講習会等の行事を通して、森林愛護及び防火思想の徹底を図る。 

(ｲ) 林野火災予防協議会の設置等の推進を図る。 

(ｳ) 自主防災組織の育成を図る。 

イ 予防資機材及び初期消火資機材並びに消防施設の整備 

(ｱ) 林野火災発生の危険性の高い地域を林野火災特別地区として指定し、その地域の実

情に即した対策事業を促進する。 

(ｲ) 林野火災予防マップ作成の推進を図る。 

(ｳ) 防火管理道の作設、防火線・防火帯の設置、防火用水の設置等消防施設の整備を図

る。 

(ｴ) 水嚢付き手動ポンプ等の初期消火機材の整備を推進する。 

ウ 林業専門委員による巡視 

エ 林野所有（管理）者に対する指導 

(ｱ) 火の後始末の徹底 

(ｲ) 防火線・防火帯の設置 

(ｳ) 自然水利の活用による防火用水の確保 

(ｴ) 火入れ、地ごしらえに当たっては、森林法に基づくほか、消防機関との連絡方法の

確立 

(ｵ) 火災多発期における見回りの強化 

(ｶ) 消火のための水の確保 

オ 応援体制の確立 

広域相互応援協定に基づき、林野火災時における広域的な消防応援体制の整備を図る。 

 

２  林野火災防止のための情報の充実  

（１）気象情報の収集体制の整備 

長野地方気象台からの気象警報・注意報等を正確かつ迅速に収集できる体制の整備に努

める。 

（２）林野火災関連情報等の収集体制の整備 

林野火災の発生しやすい時期において、広報車等により、林野火災の発生危険性が高い

地域を中心としたパトロールを実施することによって、入山者の状況等が把握できる体制

を確立する。 



第４編 航空災害・林野火災対策編（第２章 林野火災対策） 

-381- 

３  迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え  

（１）情報の収集・連絡関係 

防災行政無線等の無線機器の不感地帯に対応した通信機器について整備を進める。 

また、状況に応じて車両による現地情報の収集体制を整備する。 

（２）災害応急体制の整備関係 

ア 職員の参集等活動体制の確認を行う。 

イ 長野県消防相互応援協定、長野県市町村災害時相互応援協定等の要請方法について確

認を行う。 

（３）消火活動計画 

ア 依田窪南部消防署、消防団及び自主防災組織との連携強化を図り、消防水利の確認、

消防資機材の点検整備等を実施し、消防体制を強化する。 

イ 空中消火基地及び取水用河川、ため池等の利用可能状況を把握する。 

（４）防災関係機関等の防災訓練の実施 

ア 防災訓練において自衛隊の派遣及び広域応援を想定した訓練を実施する。 

イ 消防団員等を対象とした消火資機材の取扱いに関する講習等を実施する。 
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第２節 災害応急対策計画 

第１  基本方針  

林野火災発生時においては、関係機関が連携して、初期消火、延焼拡大防止に努めるとと

もに、速やかな情報の収集、状況分析を行い、必要に応じて消防防災ヘリコプターの要請等、

迅速かつ的確な消防活動を行う。 

 

第２  主な活動  

１ 林野火災の発生のおそれがある場合、火災予防広報活動を強化するとともに、火の使用

制限等を行う。 

２ 災害情報の収集及び連絡体制を確保する。 

３ 災害情報の収集・連絡を実施する。 

４ 事業者の消火活動に対する協力体制を確立する。 

５ 地上からの消火活動に加え、火災の拡大のおそれがある場合には、消防防災ヘリコプタ

ーによる空中消火活動を要請する。 

６ 二次災害発生を防止する措置を講ずるとともに、関係機関への情報提供を行う。 

 

第３  活動の内容  

１  林野火災の警戒活動  

（１）火入れによる出火を防止するため、森林法（昭和26年法律第249号）に基づく町長の許

可は、時期、許可条件等について事前に消防機関と十分協議する。また、火入れの場所が

近隣市町村に近接している場合は、関係市町村に通知する。 

（２）火入れ、たき火、喫煙等の制限 

ア 気象状況が悪化し、林野火災発生のおそれがある場合は、入林者等に火を使用しない

よう要請する。 

イ 長野地方気象台から気象警報・注意報等を受けたとき、又は、気象状況が火災予防上

危険であると認めるときは、火災に関する警報の発令、住民及び入林者への周知、火の

使用制限、消防機関の警戒体制の強化等必要な措置を講ずる。 

ウ 火災警報の住民及び入林者への周知は、打鐘、サイレン、掲示標、旗等消防信号によ

る信号方法及び広報車による巡回広報のほか、音声告知端末等を通じ、周知徹底する。 

 

２  活動体制の確立  

（１）災害情報の収集・連絡体制 

ア 職員の災害現場への派遣 

イ 場外ヘリポートの設定及び準備と水利の確保 

ウ 状況に応じ、消防防災ヘリコプター等の応援要請の実施 
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（２）林野所有（管理）者の活動体制 

ア 町は、林業関係者に対し、消防機関、警察等との連携を図り、初期消火及び情報連絡

等の協力を求める。 

イ 林野所有（管理）者等は、初期消火を実施するとともに、消防水利、火災現場への進

入経路等の情報提供について協力を行う。 

 

３  消火活動  

町は、林野火災の発生場所、風向き及び地形等現地の状況によって常に臨機の措置をとる

必要があるので、消火活動に当たっては、次の事項を検討して、最善の方途を講ずる。 

（１）出動部隊の出動区域 

（２）出動順路と防御担当区域 

（３）携行する消防機材及びその他の器具 

（４）指揮命令及び連絡要領並びに通信の確保 

（５）応援部隊の集結場所及び誘導方法 

（６）応急防火線の設定 

（７）救急救護対策 

（８）住民等の避難 

（９）空中消火の要請 

 

４  二次災害の防止活動  

林野火災により、荒廃した箇所においては、その後の降雨等により、倒木の流下、山腹・

斜面の土砂崩壊、地すべり及び渓流における土石流の発生などの危険性があるため、これら

による二次災害から住民を守るための措置を講ずる。 

（１）危険箇所について速やかに調査を行い、二次災害の防止に必要な応急措置を講ずる。 

（２）緊急点検結果の情報に基づき、警戒避難体制の整備等必要な措置をとる。 

 

林野火災における連絡体制 

   ○林野火災発生直後の第１次情報等の収集・連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               大規模な場合 

        （    は、指定公共機関の場合） 

長和町 消防庁 長野県 

林野庁 

関係省庁 長野県警察 警察庁 

警察庁 

防衛省 

消防庁 関係機関 

指定行政機関等 指定公共機関等 内閣情報調査室 
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  ○一般被害情報等の収集・連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○応急対策活動情報の連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大臣 

非常災害対策本部等 
消防庁 

 

関係省庁 

（本部設置後） 

地方公共団体 

指定公共機関等 

関係指定行政機関等

等 

長野県 

長和町 指定行政機関等 長野県 

消防庁 

非常災害対策本部等 

指定公共機関等 

内閣総理大臣 （本部設置後） 
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第５編 原子力災害対策編 
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第１章 総  則 

 

第１節 計画作成の趣旨 

１  計画の目的  

この計画は、原子力事業所の事故等による放射性物質の拡散又は放射線の影響に対して、

東日本大震災における原子力災害等を教訓に、町、県、防災関係機関、原子力事業者及び住

民と相互に協力し、総合的かつ計画的な防災対策を推進することを目的に策定する。 

 

２  定  義  

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）「放射性物質」とは、原子力基本法第３条に規定する核燃料物質、核原料物質及び放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条第２項に規定する放射性同位

元素並びにこれらの物質により汚染されたものをいう。 

（２）「原子力災害」とは、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第２条第

１号に規定する被害をいう。 

（３）「原子力事業者」とは、原災法第２条第３号に規定する事業者をいう。 

（４）「原子力事業所」とは、原災法第２条第４号に規定する工場又は事業所をいう。 

（５）「特定事象」とは、原災法第10条第１項に規定する政令第４条第４項各号に掲げる事象

をいう。 

（６）「原子力緊急事態」とは、原災法第２条第２号に規定する事態をいう。 

（７）「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、傷病者、外国籍住民、児童、乳幼児、妊産婦等

のうち、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避

難するなどの災害時の一連の行動をとるために支援を要する者をいう。 

 

３  計画の性格及び修正  

この計画は、原子力災害に対処すべき基本的事項を定めるものである。 

また、防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ、その

時々における防災上の重要課題を把握し、災害対策基本法第 40 条の規定に基づき、毎年検

討を加え、必要に応じて修正を加え、本計画に的確に反映させていくものとする。 

 

４  計画の対象とする災害  

長野県内には、原子力事業所が存在せず、また、他県にある原子力事業所に関する「緊急

時防護措置を準備する区域（原子力事業所からおおむね 30㎞圏）」にも県の地域は含まれな



第５編 原子力災害対策編（第１章 総  則） 

-388- 

いが、東日本大震災における原子力災害では放射性物質が原子力災害対策を重点的に実施す

べき区域より広範囲に拡散し、住民生活や産業に甚大な被害をもたらしている。 

こうした経過を踏まえ、原子力事業所の事故により放射性物質もしくは放射線の影響が広

範囲に及び、町内において原子力緊急事態に伴う屋内退避もしくは避難が必要となったとき、

又はそのおそれのあるときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

 

 

第２節 防災の基本方針 

県からの情報収集、住民等への連絡体制の整備、環境放射線モニタリング（以下「モニタリ

ング」という。）体制の整備、健康被害の防止、緊急時における退避・避難活動等、原子力災

害に対応した防災対策を講じる。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

第１  実施責任  

１  町  

町は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、町の地域並びに地域住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するために指定地方行政機関、指定公共機関等及び他

の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２  県  

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身

体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関

等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、町及び指定地方公共機

関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。 

 

３  原子力事業者  

原子力事業者は、原災法第３条の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措

置を講ずるとともに、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び

原子力災害の復旧に関し、誠意を持って必要な措置を講ずる。 

 

４  防災関係機関  

指定地方行政機関、陸上自衛隊第 13 普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び

公共的団体等は、他の災害対策と同様に、相互に協力し、防災活動を実施又は支援する。 

 

第２  処理すべき事務又は業務の大綱  

１  長和町  

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 和 町 〔総務課〕 

(１) 災害対策本部の設置に関すること 

(２) 情報等の伝達、災害の情報収集及び被害調査に関すること 

(３) 相談窓口設置に関すること 

(４) 住民等の屋内退避、避難及び立入制限の措置に関すること 

(５) 原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報に関すること 

(６) 測定器等の管理に関すること 

(７) 関係市町村との連携に関すること 

〔企画財政課〕 

(１) 各所におけるモニタリングに関すること 

(２) 災害経費の予算・支出に関すること 
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機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

〔町民福祉課〕 

(１) 健康被害における対策に関すること 

(２) 国保依田窪病院と連携し、救護所の設置及び医療体制の確保に関する

こと 

〔産業振興課〕 

(１) 農林畜産物における安全措置に関すること 

〔建設水道課〕 

(１) 上下水道施設におけるモニタリングに関すること 

(２) 飲料水における安全措置に関すること 

(３) 汚泥の処理に関すること 

(４) 公園等におけるモニタリングに関すること 

(５) 公園等の表土及び施設の除染に関すること 

〔会計課〕 

(１) 本部の応急対策に係る物品の購入に関すること 

〔教育課、こども・健康推進課〕 

(１) 学校、保育園における放射線測定に関すること 

(２) 給食材料等の放射線測定に関すること 

(３) 園児、児童、生徒の安全措置に関すること 

(４) グラウンド等の表土の除染に関すること 

〔情報広報課〕 

(１) 災害情報の収集及び災害広報に関すること 

(２) 原子力防災の基礎知識等の住民への広報活動に関すること 

 

２  県  

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

長 野 県 (１) 放射性物質の拡散又は放射線の影響に関する情報等の伝達、災害の情

報収集及び被害調査に関すること 

(２) 原子力事業所所在県（以下｢所在県｣という。）及び本県に隣接する県

（以下「隣接県」という。）との連携に関すること 

(３) 原子力事業者、原子力防災専門官との連携に関すること 

(４) 自衛隊、国の専門家等の原子力災害派遣要請に関すること 

(５) 住民等の屋内退避、避難及び立入制限に関すること 

(６) モニタリング等に関すること 

(７) 健康被害の防止に関すること 

(８) 飲料水、飲食物の摂取制限に関すること 

(９) 農林畜水産物の採取及び出荷制限に関すること 

(10) 原子力防災に関する訓練の実施、知識の普及及び広報に関すること 

(11) 消防本部の放射線対応能力の向上に関すること 

(12) 汚染物質の除去等に関すること 

(13) その他原子力防災に関すること 
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３  原子力事業者  

機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 

東京電力(株)、 

中部電力(株)等 

(１) 原子力施設の防災管理に関すること 

(２) 従業員等に対する教育及び訓練に関すること 

(３) 関係機関に対する情報の提供に関すること 

(４) 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること 

(５) 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

(６) 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること 

(７) 国、県、市町村及び関係機関の実施する防災対策活動に対する協力に

関すること 

(８) 汚染物質の除去に関すること 

 

４  防災関係機関  

指定地方行政機関、陸上自衛隊第 13 普通科連隊、指定公共機関、指定地方公共機関及び

公共的団体等が特に原子力災害対策として処理すべき事務又は業務は、総則第３節「防災上

重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱」に準じる。 
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図１ 原発事故時の放射性物質拡散予測図（おおむね 30㎞までが緊急防護措置を準備する区域） 
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第２章 災害に対する備え 

 

放射性物質の拡散又は放射線の影響に対する本編第３章に掲げる災害応急対策が迅速かつ円

滑に行われるよう平常時から準備するほか、以下の対応を行う。 

 

１  モニタリング等  

町は、災害時における影響評価に用いるための比較データを収集・蓄積するため、平常時

からモニタリングを実施する。 

 

２  屋内退避、避難誘導等の防護活動  

（１）町は、広域的な避難に備えて他の市町村と避難施設の相互提供等についての協議を行う

ほか、県外避難を想定した市町村間での相互応援協定等の締結に努める。 

（２）町は、学校、公民館等の公共的施設のうち、気密性の高い施設を、あらかじめ避難施設

として指定しておくとともに、避難施設に整備すべき資機材等の整備に努める。 

（３）町は、避難施設、避難方法、屋内退避の方法及び避難者を受け入れる避難施設、避難方

法について、日頃から住民への周知徹底に努める。 

 

３  健康被害の防止  

町は、県及び関係機関の協力を得て、必要に応じて人体に係わるスクリーニング及び除染、

医薬品の確保、健康相談を実施する。 

※ 原子力災害時に使用する「安定ヨウ素剤」の一般的知識については、資料９－１参照の

こと。 

 

４  原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発（資料９－２参照） 

災害時に的確な行動をとるためには、平常時から原子力災害や放射能に対する正しい理解

を深めることが重要であることから、町は、県及び原子力事業者と連携し、住民等に対し必

要に応じて、次に掲げる項目等の原子力防災に関する知識の普及啓発を行う。 

（１）放射性物質及び放射線の特性に関すること 

（２）原子力災害とその特殊性に関すること 

（３）放射線防護に関すること 

（４）県等が講じる対策の内容に関すること 

（５）屋内退避、避難に関すること 

（６）原子力災害時にとるべき行動及び留意事項等に関すること 

 

５  原子力防災に関する訓練の実施  

町は、必要に応じて原子力防災に関する訓練を実施する。 



第５編 原子力災害対策編（第３章 災害応急対策） 

-394- 

第３章 災害応急対策 

 

第１節 基本方針 

放射性物質の拡散又は放射線の影響から、住民の生命、身体、財産を保護するため、町はで

きる限り早期に的確な応急対策を実施する。 

なお、大規模自然災害と原子力発電所に係る事故等が同時期に発生した場合には、情報収

集・連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出

る可能性があることを踏まえて対応する。 

 

 

第２節 情報の収集・連絡活動 

１  情報の収集及び連絡体制の整備  

原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町が原子力緊急

事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になった場合、町は、緊急事態応急対策拠点施設

（オフサイトセンター）に設置される原子力災害合同対策協議会へ職員を出席させ、原子力

事業所の状況、モニタリング情報、住民避難・屋内退避等の状況と併せて、国、所在県の緊

急事態応急対策活動の状況を把握するとともに、町が行う応急対策について協議する。 

町は、県と連携を密にして情報の把握に努める。 

 

２  通信手段の確保  

町は、県と連携し、必要に応じ情報連絡のための通信手段を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力発電所 報道機関 

電力会社県内支店等 

長野県 

（危機管理部） 
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知事、副知事 

本庁各部局ほか 

異常通報 
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住 
 
 
 
 
 

民 

情報共有 

防災行政無線に 
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報 道 

情報提供 

情報提供 
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メール送信  

プレスリリース 
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第３節 活動体制 

１  職員の参集  

（１）動員配備人員の一般的基準 

動員・配備の基準については、風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」に定

めるところによる。 

（２）警戒体制 

総務課長は、次に掲げるときは、担当職員に命じて、事故に関する情報収集及び情報提

供を行う。 

ア 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内におい

て屋内退避又は避難が必要となるおそれのあるとき 

イ その他町長が必要と認めたとき 

 

２  災害対策本部の設置  

（１）設置基準及び設置場所 

町長は、次に掲げる状況になった場合、長和町災害対策本部を町役場庁舎内に設置する。 

ア 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内におい

て原子力緊急事態に伴う屋内退避又は避難が必要となったとき 

イ その他町長が必要と認めたとき 

（２）組織及び所管事務 

風水害対策編第２章第３節「非常参集職員の活動」に定めるところによる。 

（３）災害対策本部の廃止 

おおむね次の基準による。 

ア 町内において屋内退避又は避難の必要がなくなったとき 

イ 町長が、原子力災害に関する対策の必要がなくなったと認めたとき 
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第４節 モニタリング等 

原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内において屋内

退避又は避難が必要となるおそれのあるときは、次の対応を行う。 

 

１  災害時のモニタリング  

（１）町は、必要に応じてモニタリングを実施するとともに、結果を町ホームページ等で公表

する。 

（２）町は、県が設置するモニタリングポストによる空間放射線量の測定が円滑に行われるよ

う協力する。 

 

２  放射能濃度の測定  

（１）町は、必要に応じて水道水、食品、大気浮遊塵、降下物の測定を重点的に行うとともに、

その他の測定を必要に応じて実施するとともに、結果を町ホームページ等で公表する。 

（２）町は、県が実施する測定が円滑に行われるよう協力する。 

 

 

第５節 健康被害防止対策 

町は、国保依田窪病院等と連携し、必要に応じて人体に係るスクリーニング及び除染、医薬

品の確保を行うとともに、住民に対し、健康相談窓口を設置する。 

 

 

第６節 住民等への的確な情報伝達 

１  住民等への情報伝達活動  

（１）町は、県と連携し、住民等に対する情報提供及び広報を多様な媒体を活用して迅速かつ

的確に行う。情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよ

う配慮するとともに、県や原子力事業者との情報の一元化を図り、情報の空白時間がない

よう定期的な情報提供に努める。 

（２）町長は、風評被害の未然防止など、報道機関を通じて原子力災害に関する広報活動を行

う必要があると認めるときは、上田地域振興局を経由して、県に対し、報道機関への放送

要請を依頼する。 

 

２  住民等からの問い合わせに対する対応  

町は、必要に応じて放射線に関する健康相談、食品の安全等に関する相談、農林畜水産物

の生産等に関する相談等に対応する窓口を設置して、速やかに住民等からの問い合わせに対

応する。 
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第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

１  屋内退避及び避難誘導  

（１）町は、町内において原子力緊急事態が宣言され原災法第15条第３項に基づき内閣総理大

臣から屋内退避又は避難に関する指示があった場合、住民等に対して、次の方法等で情報

を提供する。 

ア 防災行政無線、メール配信システム、ホームページ及び広報車等による広報活動 

イ 町教育委員会等を通じた学校等への連絡 

ウ 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 

エ 警察署・交番等での情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 

オ 消防署の広報車等による広報活動 

カ 電気・ガス・通信事業者、鉄道事業者、各種団体の協力による広報活動 

（２）町長は、内閣総理大臣から屋内退避もしくは避難に関する指示があったとき、又は原子

力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において住民

の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるときは、住民等に対する屋内退避又は避難の勧告又は指示の措置を講ずる。 

ア 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行う。

必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を

確認し、かつ管理者の同意を得た上で、退避所又は避難施設を開設する。 

イ 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影響

を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 

ウ 退避・避難のための立退きの勧告又は指示を行った場合は、警察、消防等と協力し、

住民等の退避・避難状況を的確に把握する。 

エ 退避所又は避難施設の開設に当たっては、退避所又は避難施設ごとに避難者の早期把

握に努めるとともに、情報の伝達、食料、水等の配布等について避難者、住民、自主防

災組織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 

 

なお、「原子力災害対策指針（平成 24 年 10 月 31 日）」で示されていた屋内退避及び避難

等に関する指標は、次の表のとおりである。 
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基準の概要 初期設定値＊１ 防護措置の概要 

地表面からの放射線、再浮遊した放射

性物質の吸入、不注意な経口摂取によ

る被ばく影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避等させ

るための基準 

500μSv/h（地上１ｍ 

で計測した場合の空

間放射線量率＊２） 

数時間内を目途に区域を特定し、

避難等を実施（移動が困難な者の

一時屋内退避を含む） 

地表面からの放射線、再浮遊した放射

性物質の吸入、不注意な経口摂取によ

る被ばく影響を防止するため、地域生

産物＊３の摂取を制限するとともに、

住民等を１週間程度内に一時移転＊４

させるための基準 

20μSv/h（地上１ｍ

で計測した場合の空

間放射線量率） 

１日内を目途に区域を特定し、地

域生産物の摂取を制限するととも

に１週間程度内に一時移転を実施 

＊1 「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確に

なった時点で必要な場合には改定される。 

＊2 実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの

線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

＊3 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

＊4 「一時移転」とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域ではあるが、

日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れる

ために実施する措置をいう。 

 

 

２  広域避難活動  

（１）町は、町の区域を越えて避難を行う必要が生じたときは、他の市町村に対し収容先の供

与及びその他災害救助の実施に協力するよう要請するとともに、県と連携し、避難先及び

輸送ルートの調整を行う。 

（２）町は、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等

により避難させる。 

（３）他市町村から避難者受入れの要請を受けたときは、あらかじめ定めた避難施設を開設す

るとともに、必要な災害救助を実施する。 

（４）町は、ＪＲバス関東(株)等と連携し、避難者の輸送を行う。 

（５）町は、自衛隊と協力し、避難者の輸送に関する援助を行う。 
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第８節 緊急輸送活動 

町は、次のとおり緊急輸送体制の確立を図る。 

（１）町は、県と連携し、緊急輸送の円滑な実施を確保する。 

（２）町は、人員、車両等に不足が生じたときは、県を通じて、次表の関係機関に支援を要請

するとともに、必要に応じて隣接県に支援を要請する。 

 

輸送内容 関 係 機 関 

モニタリング要員 

各種資機材 

(公社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難住民等 

(公社)長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 
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第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

１  飲料水、飲食物の摂取制限  

町は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから住民を防護するために必要

があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取

制限等必要な措置を行う。 

 

２  農林産物の採取及び出荷制限  

町は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから住民を防護するために必要

があると判断するときは、農林産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林産物

の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を行う。 

 

３  飲食物摂取制限に関する指標  

飲食物摂取制限に関する基準は、下表のとおりである。 

 

対    象 放射性ヨウ素 

飲料水 
300ベクレル／キログラム以上 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く）、 

穀類、肉、卵、魚、その他 
2,000ベクレル／キログラム以上 

（「原子力災害対策指針（平成24年10月31日）」より） 

 

対    象 放射性セシウム 

飲料水 10ベクレル／キログラム以上 

牛乳 50ベクレル／キログラム以上 

一般食品 100ベクレル／キログラム以上 

乳児用食品 50ベクレル／キログラム以上 

（厚生労働省省令及び告示より） 
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第１０節 県外からの避難者の受入れ活動 

１  避難者の受入れ  

町は、県と協力し、県境を越えて避難する者が発生した都道府県（以下「避難元都道府県」

という。）に対する受入れ活動を次のとおり実施する。なお、県外からの避難者の受入れに

ついては、風水害、地震などすべての災害においても準用するものとし、具体的な活動につ

いては、災害の状況により適切に判断することとする。 

（１）緊急的な一時受入れ 

町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し、町の保有する施設を一時的

な避難施設として、当分の間提供する。 

なお、受入れに当たっては、要配慮者及びその家族を優先する。 

（２）短期的な避難者の受入れ 

町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し必要に応じて次の対応を行う。 

ア 県から被災自治体の避難者受入れ要請があったときは、まず緊急的な一時受入れと同

様に、町の施設で対応する。 

イ (１)による受入れが困難な場合、町内の旅館・ホテル等を町が借り上げて避難施設と

する。 

（３）中期的な避難者の受入れ 

町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し必要に応じて次の対応を行う。 

ア 避難者に対しては、町営住宅への受入れを行う。 

イ 民間賃貸住宅を町が借り上げ、応急仮設住宅として提供する。 

ウ 長期的に町に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応するなど、

定住支援を行う。 

 

２  避難者の生活支援及び情報提供  

（１）町は、県及び避難元都道府県等と連携し、町内に避難を希望する避難者に対して、住ま

い、生活、医療、教育、介護などの多様なニーズを把握し、必要な支援につなげる。 

（２）町は、県と連携し、避難者に関する情報を活用し、避難者に対し避難元市町村からの情

報を提供するとともに、避難者支援に関する情報を提供する。 
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第４章 災害からの復旧・復興 

 

町は、国、県、及び原子力事業者と相互に連携しながら、必要な復旧・復興対策を講じる。 

 

１  放射性物質による汚染の除去等  

町は、国が示す除染の方針に沿って、国が実施する汚染廃棄物の処理及び除染作業に協力

するとともに、必要に応じて汚染廃棄物の処理及び除染作業を行う。 

 

２  制限措置の解除  

町は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応急対策として実施

された屋内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農林産物の

採取・出荷制限等各種制限措置の解除を行う。 

 

３  モニタリング  

町は、関係機関と協力してモニタリングを行い、その結果を速やかに町ホームページ等で

公表する。 

 

４  風評被害の防止  

（１）町は、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響軽減のため、国、関係団体等と

連携し、かつ、報道機関等の協力を得て、農林業、地場産業等の商品等の適正な流通の促

進、観光客の減少防止のための広報活動を行う。 

（２）風評被害が実際に生じたと考えられる場合、町は、県と連携して、事故と被害との因果

関係を含む風評被害の詳細な状況を把握し、損害を受けた被害者の救済が図られるよう努

める。 

 

５  健康被害等の相談  

町は県及び国保依田窪病院等と連携し、住民等に対する心身の健康に関する相談に応じる

ための体制を整備するとともに、必要に応じて、健康影響に関する調査を実施し、住民等の

不安を払拭する。 

（１）住民への対応 

町は、県及び国保依田窪病院と協力し、住民等の不安を払拭するため、住民に対する心

のケアを含む健康相談を実施する。 

（２）健康影響調査 

ア 町は、県の協力を得て、必要に応じて、防護対策を講じた地域の住民等を対象とする

健康影響に関する調査を実施する。 
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イ 町は、県が防護対策区域の指定及び飲食物等の摂取制限に関する措置を解除した後に

おいても、必要に応じて、飲料水及び食品の放射性物質検査を実施し、その安全性を確

認する。 

（３）保育園・学校等における対策 

保育園・学校等における健康対策について、子どもは放射線の影響を比較的受けやすい

こと、精神的にも成長過程にあること等の特性を考慮して、心のケアを含めた対応を行う。 
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第５章 核燃料物質等輸送事故災害への対応 

 

核燃料物質等の輸送中に係る事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内に

おいて原子力緊急事態に伴う屋内退避もしくは避難が必要となったとき、又はそのおそれのある

ときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

なお、その対応については、本編第２章「災害に対する備え」、第３章「災害応急対策」、第４

章「災害からの復旧・復興」を準用する。 
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第１章 災害予防計画 

 

豪雪に対する災害予防活動の円滑な推進を図り、雪害による地域経済活動の停滞防止及び住

民の生活環境の維持向上に資するため、主要国県町道の交通確保及び電力、通信の確保並びに

緊急時に対処するための医療等の確保を図り、雪害予防の万全を期する｡ 

 

第１節 雪害に強いまちづくり 

第１  基本方針  

町は、地域の特性に配慮しつつ豪雪等に伴う地域機能の阻害及び交通の途絶による集落の

孤立、雪崩災害等の雪害に強いまちづくりを行う。 

 

第２  主な取組み  

１ 地域の特性に配慮しつつ、雪害に強いまちづくりを行う｡ 

２ 冬期道路交通確保のための迅速かつ適切な除雪体制の強化を図る｡ 

３ 適時適切な運転規制及び迅速な除雪による地域交通の確保を図る｡ 

４ 雪崩発生危険箇所における雪崩対策事業を計画的に実施する。 

５ 電力供給設備の雪害対策による電力供給の安定確保を図る｡ 

６ ガス供給施設の安全性の確保、緊急時の点検体制の整備を図る｡ 

７ 雪害時における通信確保のための電気通信設備の予防対策及び復旧体制の整備を図る。 

８ 豪雪地帯における医療を確保するための体制整備を図る。 

９ 農林産物の雪害を防ぐための適切な技術指導の普及啓発を図る｡ 

10 建築物の所有者等に対し、安全対策の推進についての周知及び雪下ろしが軽減される住

宅の普及を図る。 

11 豪雪時における児童生徒の安全確保及び冬期における児童生徒の教育の確保を図る｡ 

12 文化財の積雪による被害、損傷からの保護を図る｡ 

13 雪害時における警備体制の確立及び交通規制を行う｡ 

14 雪害に関する知識について住民に対して普及・啓発を図る｡ 

 

第３  計画の内容  

１  雪害に強いまちづくり  

（１）基本方針 

町は、地域特性に配慮しつつ、雪害に強いまちづくりを行う｡ 
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（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 雪害に強い基盤形成を図るため、除雪、防雪、凍雪害の防止に係る事業を総合的・

計画的に推進する。 

(ｲ) 雪崩による災害を防止するための施設等の整備及び雪崩、融雪等による水害･土砂

災害を防止するための事業等を推進する。 

(ｳ) 積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域において道路交通の確保が必要であると認

められ、国土交通省から指定された道路において、スノーシェッド、防護柵、消雪施

設等防雪施設の整備並びに路盤改良、流雪溝の整備等を行う。 

(ｴ) 消流雪用水の確保、除排雪機能の高い河川・渓流の整備、通信ケーブルの地中化等

の施策を行う。 

 

２  道路交通の確保計画  

（１）基本方針 

積雪地帯の冬期道路交通を確保するため、町、県及び関係機関は除雪機械及び要員の整

備を図り、除雪体制の強化に努める｡ 

特に短時間に強い降雪が見込まれる場合等においては、道路管理者相互の連携の下、迅

速・適切に対応するよう努める。 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 町は、それぞれの計画の定めるところにより除雪体制を整備し、豪雪時には、道路

交通を緊急に確保し、道路機能の確保を図るとともに、除雪活動に著しい影響を与え

るおそれがある支障木の伐採等の対策を行う｡ 

(ｲ) 住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかける｡ 

イ 関係機関の実施計画 

(ｱ) 一般国道（指定区間）について、国土交通省計画により除雪を行うものとする（地

方整備局）。なお、除雪上必要とする資機材の現況及び操作人員について、常時把握

するものとする。 

(ｲ) 円滑な道路交通を確保するための除雪機械の整備、及び除雪活動に著しい影響を与

えるおそれがある支障木の伐採等の対策を行うとともに、降雪量・積雪量・気温等の

気象状況を観測し、これらの情報を迅速かつ正確に収集、伝達するための機器等の整

備を行う（地方整備局）。 

ウ 住民が実施する計画 

厳しい気象条件の下での早朝ないし夜間からの除雪作業等は困難を極めるものである

ので、路上駐車等の除雪の妨げになるような行為はしない等、円滑な除雪作業の環境整

備に協力するとともに、住宅の近く等については自力除雪に努めるものとする｡ 
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３  地域交通確保計画  

（１）基本方針 

冬期間における公共交通機関の役割は、重要であり、雪によって公共交通網が混乱する

と、住民生活や地域経済に大きな影響を与えることも予想されるため、雪害に強い除雪等

の体制整備が必要である｡ 

（２）実施計画 

ア 関係機関が実施する計画（JRバス関東） 

利用者に対する運行（遅延）情報の提供体制の整備 

 

４  電力の確保  

（１）基本方針 

電力供給設備を雪害から守り、安定した電力の供給を確保するため必要な施設の強化を

行う｡ 

（２）実施計画 

ア 関係機関が実施する計画 

(ｱ) 発電設備、変電設備については、積雪の多い地域の電気設備の屋内化及び充電部･

露出部の隠ぺい化を実施する｡また、構内巡視路・機器周辺への融雪装置の設置、機

器架台のかさ上げ、防雪カバー等を設置する｡ 

(ｲ) 送電設備については、積雪の多い地域及び住宅密集地については、鉄塔の耐雪強化

設計又は電線の難着雪化を行う｡ 

(ｳ) 配電設備については、以下の対策を行う｡ 

ａ 電線の太線化 

ｂ 難着雪化電線の使用 

ｃ 支持物の強化 

ｄ 冠雪対策装柱の採用 

ｅ 雪害対策支線ガードの採用 

ｆ 支障木の伐採 

 

５  ガス施設の安全確保  

（１）基本方針 

豪雪時におけるガス供給設備の破損を防ぐための装置の取付徹底及び雪害発生時の緊

急点検活動体制の整備を図る。 

（２）実施計画 

ア 県及び関係機関が実施する計画 

(ｱ) 豪雪時に、液化石油ガス供給設備の破損が生じないよう、建物の切妻側や軒下等に

設置するか、収納庫又は雪囲い等によって保護するとともに、容器の転倒防止措置を

徹底するよう、液化石油ガス販売業者を指導する。 
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(ｲ) 豪雪地域においては、排気筒が折れないよう保護装置を講じるとともに、設備破損

によるガスの大量漏えいを防止するため、ガス放出防止器の設置を促進するよう、液

化石油ガス販売業者を指導する。 

(ｳ) 雪害発生時に液化石油ガス一般消費先に対する緊急点検活動を実施するための緊

急出動体制の構築を図るよう、(社)長野県LPガス協会に要請する。各支部内で対応で

きる災害の場合のほか、他支部等からの応援を得て実施する大規模災害の場合につい

ても整備を要請する｡特に、病院、避難所となる学校・公民館等及び大規模な容器置

場を有する施設等については、最優先で実施するよう要請する｡排気筒折損、供給管

破損等のほか、積雪に囲まれた空間へのガスの滞留と屋内への流入等に特に注意する

よう要請する。 

 

６  通信の確保  

（１）基本方針 

雪害時における通信の確保を図るため、線路設備、孤立防止用無線設備の巡回点検整備

を行うほか、非常用可搬型無線機並びに移動用電源装置の整備等必要な措置を実施する。 

（２）実施計画 

ア 関係機関が実施する計画 

雪害のおそれのある地域の電気通信設備等について、支障木の伐採、耐雪構造化及び

通信網の整備を推進し、災害の未然防止を図る｡ 

 

７  医療の確保  

（１）基本方針 

豪雪地帯における医療の確保を図るため、除雪等道路交通の確保を図る。 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

本節第３・２｢道路交通の確保計画｣による。 

 

８  農林産物対策計画  

（１）基本方針 

雪害による農林産物の被害を防ぐため、生産者等に対する適切な技術指導を行う。 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 雪害に対処するため県及び農協等に連絡を取り水稲、麦、果樹、野菜、花き及び飼

料作物等に対する必要な予防技術の指導及び応急対策技術の指導を行う｡ 

(ｲ) 健全な森林を育成するため、適地適木による森林造成及び適正な除伐、間伐の実行

等に対する技術指導を行う｡また、被害立木については、森林病虫害の発生を未然に

防ぐために、適正な処理を行うよう指導、支援する｡ 
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９  建築物対策  

（１）基本方針 

建築基準法施行細則第７条の４で指定された多雪区域の建築物の所有者等に対し、建築

物の安全対策の推進について、周知及び指導を行う｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 建築物の雪害防止のための指導及び啓発を行う｡ 

(ｲ) 雪に強い住宅の普及、対応施策を行う｡ 

(ｳ) 住民に対し、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を

図る。 

イ 建築物の所有者等の実施計画 

(ｱ) 建築基準法第12条第１項に規定する旅館、ホテル、物品販売店舗等多数の者が利用

する建築物の所有者等は関係機関に、建築物の維持保全計画の作成及び定期報告を行

い、建築物の安全性の確保に努めるものとする｡ 

(ｲ) 雪下ろし等を行い、建築物の安全性の確保に努めるものとする｡ 

(ｳ) 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを行うものとする。 

 

10 授業の確保等  

（１）基本方針 

保育園、小学校、中学校（以下この節において｢学校等｣という。）においては、幼児及

び児童生徒（以下この節において「児童生徒等」という。)の生命、身体の安全確保に万

全を期すとともに、冬期における児童生徒等の教育を確保するための対策を講ずる｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 児童生徒等の通学のための危険を排除し、安心して学習に専念できるように、必要

な対策を講じる｡ 

(ｲ) 県が実施する対策に準じて、町の防災計画等をふまえ適切な対策を行う。 

 

11 文化財の保護  

（１）基本方針 

文化財については、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指定･

登録し保護することになっている｡ 

これらは貴重な国民的財産であり、正しく次世代に継承してゆくことが必要である｡こ

のため、文化財建造物等については、積雪による破損や損傷を防ぐため適切な応急対策を

講じる｡ 
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（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

所有者又は管理者に対して、積雪による文化財の破損あるいは損傷の危険防止のため

の必要な措置を講ずるよう指導するとともに、常にその実状を把握するよう努める。 

イ 所有者等が実施する計画 

定期的な点検を行い、危険箇所の応急修理、建造物の側面や土台を防護するための雪

囲いを行う等の処置を講ずるものとする。 

 

12 警備体制の確立  

（１）基本方針 

関係機関と緊密な連携の下に諸対策を推進し、災害発生時に効果的な活動ができる体制

の構築に平素から努める｡ 

（２）実施計画 

ア 町及び上田地域広域連合消防本部の実施計画（総務課･建設水道課･依田窪南部消防

署） 

(ｱ) 危険地域等の調査 

ａ 調査対象 

（ａ）交通途絶地域 

（ｂ）地すべり災害危険箇所 

ｂ 調査事項 

（ａ）危険地域の状況 

（ｂ）危険･被害予想 

（ｃ）警戒措置（事前の観測体制、危険状態の伝達体制、警戒体制、危険排除措置、

避難措置等） 

 

13 雪害に関する知識について住民に対しての普及･啓発を図る  

（１）基本方針 

雪害は、降雪･積雪の状況、気温等からある程度その発生を予測することができるため、

個々の住民の適切な活動及び住民相互の支え合い活動により、被害を未然に防いだり、軽

減したりすることも可能である｡ 

このため、住民に対する雪害に関する知識及び雪害を予防する体制の普及･啓発並びに

地域で連携して支援する体制の整備が必要である｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

降積雪時の適切な活動について、住民に対して周知を図るとともに、防災マップ等に

より、雪崩危険箇所等の周知を図る。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援する体制を

整える。 
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第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策･復旧･復興への備え 

第１  基本方針  

雪害が発生し又は発生するおそれがある場合には、迅速かつ円滑に災害応急対策、災害復

旧･復興を実施する必要があるが、そのための備えとして体制等の整備を行うことが必要で

ある｡ 

 

第２  主な取組み  

１ 気象警報･注意報等の住民に対する伝達体制を整備する｡ 

２ 緊急輸送確保のため、除雪等の体制を強化する｡ 

 

第３  計画の内容  

１  住民に対する情報の伝達体制の整備  

気象警報・注意報等の伝達は、風水害対策編第２章第１節｢災害直前活動｣の伝達系統のと

おりであるが、防災関係機関は円滑で速やかな情報伝達ができるように、体制の整備を図る｡ 

 

２  緊急輸送関係  

（１）基本方針 

迅速かつ円滑な災害応急対策を行うためには、緊急輸送体制の整備が必要である｡この

ため、各機関は除雪体制の強化等雪害に対する安全性の確保を図る｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

除雪体制の強化等の雪害に対する安全性の確保を図る｡ 

 

３  避難収容関係  

（１）基本方針 

公民館、学校等の避難施設としての使用が予想される施設の建設に当たっては、災害に

対する安全性、寒さに対する配慮を行う｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

避難施設等における暖房設備の設置等の寒さに対する配慮を行う。 
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第３節 観測･予測体制の充実 

第１  基本方針  

雪を克服するため、又は雪をより有効的に利用するため降雪量など雪に関するより迅速か

つ正確な情報提供ができる体制が必要とされる｡ 

また、複数の観測機関の協力により住民に対する情報提供の整備が必要である｡ 

 

第２  主な取組み  

１ 降雪等に関する観測･予測体制の充実･強化を図る｡ 

２ 住民に対する情報の提供体制を整備する｡ 

 

第３  計画の内容  

１  観測･予測体制の充実強化  

（１）基本方針 

降雪状況をいち早く把握できる体制づくりを進めるとともに、観測した降雪データの保

存･整理を行う｡ 

（２）実施計画 

ア 町及び上田地域広域連合消防本部の実施計画（総務課・依田窪南部消防署） 

(ｱ) 応急対策等に活用するため、降雪に関するデータを保存・整理する｡ 

(ｲ) 長野地方気象台からの情報収集のほか、気象状況の正確な把握ができる体制の整備

に努める｡ 

 

２  情報提供体制の充実  

（１）基本方針 

各機関相互の情報交換を促進するとともに、情報提供システムづくりを推進する｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施計画 

(ｱ) 緊急情報等メール配信、ＣＡＴＶ、音声告知端末等を活用し、地域に密着した情報

を提供するため関係機関の情報共有を図る｡ 

(ｲ) インターネットを利用し、住民に対して各種の情報を提供する体制の整備を検討す

る｡ 
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第２章 災害応急対策計画 

 

本章では、雪害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の対応について、他の災害

と共通する部分は除き、雪害に特有のものについて定める｡ 

 

第１節 災害直前活動 

第１  基本方針  

雪害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、気象警報･

注意報等の迅速な伝達や避難誘導により、災害を未然に防止するための活動を実施する｡ 

 

第２  主な取組み  

１ 雪に関する気象警報･注意報等の円滑な伝達 

２ 住民の避難誘導等 

 

第３  活動の内容  

１  気象警報･注意報等の伝達活動  

（１）基本方針 

長野地方気象台から発表される気象警報･注意報等について、住民及び関係機関に円滑

に伝達を行うとともに、迅速な活動体制をとる。 

なお、活動体制については、風水害対策編第２章第３節｢非常参集職員の活動｣を参照の

こと。 

（２）実施計画 

ア 町の実施対策 

雪に関する気象警報･注意報等の伝達は、他の気象警報･注意報と同様に行われるが、

町においては次のとおり行う｡ 
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(ｱ) 勤務時間内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡 

報告 

連絡 連絡 

長 野 地 方 気 象 台 

県危機管理防災課 Ｎ  Ｔ  Ｔ 各 報 道 機 関 

役 場 宿 直 

消 防 署 総 務 課 長 町   長 

消防団長 

各 分 団 

関係課当番職員 

町             民 

広報車・音声・テレビ放送 

警報の表題のみ 

写しの添付 

長 野 地 方 気 象 台 

県危機管理防災課 Ｎ Ｔ Ｔ 各 報 道 機 関 

総務課総務係 総  務  課 町  長 

消防団本部 

各    分  団 

電話・メール等 

各      課 

関   係   課 

広報車・音声・テレビ放送 

町               民 

広    報    車 
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長野地方気象台が発表する雪に関する警報・注意報 

警報・注意報発表基準一覧表 

種 類 基 準 

警報 
暴風雪 平均風速 17m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 20cm 

注意報 

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 10cm 

融雪 
１.積雪地域の日平均気温が 10℃以上 

２.積雪地域の日平均気温が６℃以上で日降水量が 20mm以上 

なだれ 

１.表層なだれ：積雪が 50cm以上あって、降雪の深さ 20cm以

上で風速 10m/s以上、又は積雪が 70cm以上あって、降雪の

深さ 30cm以上 

２.全層なだれ：積雪が 70cm以上あって、最高気温が平年より

５℃以上高い、又は日降水量が 15mm 以上 

着氷・着雪 著しい着氷・着雪が予想される場合 

 

 

２  住民の避難誘導等  

（１）基本方針 

町は、住民の避難が必要とされる場合には、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、

避難指示（緊急）の発令及び避難誘導等を実施する｡ 

（２）町の実施対策 

町は、積雪・降雪・融雪等の状況を勘案し避難が必要とされる場合には、適切な避難誘

導を実施する｡ 

また、状況に応じて、ヘリコプターによる避難を検討し、必要と認められる場合は、県

に要請する。 
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第２節 除雪等の実施と災害の防止活動 

第１  基本方針  

雪害においては、被害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、それを最小限に抑える

応急活動を行うことが被害全体の規模を小さくすることにつながる｡ 

このため、地域住民と町が一体となった適切な除雪の実施活動が必要である｡ 

 

第２  主な取組み  

１ 迅速かつ効果的な道路除雪活動の実施 

２ 雪害時における公共交通機関（ＪＲバス等）の運行を確保するための活動の実施 

３ 雪害時における通信を確保するための活動の実施 

４ 冬期における児童生徒の教育の確保 

５ 文化財が積雪による破損等のおそれがある場合の応急活動の実施 

６ 警備体制の確立による応急活動の実施 

７ 雪崩災害の発生及び拡大を防止するための活動の実施 

 

第３  活動の内容  

１  除雪等の活動  

（１）基本方針 

救助・救急・医療活動を迅速に行うためにも、被害の拡大を防止し、緊急物資を被災者

に供給するためにも交通を確保し、緊急輸送を行う必要がある。 

このため、迅速かつ効果的な除雪活動が求められる｡ 

除雪活動を迅速かつ効果的に行うには路線の性格、降雪量、積雪深、交通障害の程度、

除雪能力などを勘案し作業量及び緊急度に応じた体制をとる｡なお、関連する国、県道と

の整合は常に図る｡ 

（２）実施計画 

ア 町及び上田地域広域連合消防本部の実施対策 

(ｱ) 町は、長和町除雪計画を定め、町道の除雪体制を整備し、大雪時には道路交通を緊

急に確保し道路機能の確保を図る｡ 

(ｲ) 路上の障害物の除去・除雪について、必要に応じて消防機関等の協力を得て必要な

措置をとる｡ 

(ｳ) 冬期交通規制等の実施 

(ｴ) 住民に対して、居住地域内における生活道路の除雪を呼びかける｡ 

イ 住民が実施する対策 

(ｱ) 住民は協力して居住地域内における生活道路の除雪を実施しなければならない｡ 

(ｲ) 各区は除雪について地域内の調整を行うものとする。 
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２  通信の確保  

（１）基本方針 

雪害時における通信の確保を図るため、必要な措置を実施する｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施対策 

通信施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、町は速やかにＮ

ＴＴ長野支店に対し情報の提供を行い、災害による通信の途絶、又は通信が著しく輻輳

したときの通信不能地域の発生をなくし重要通信の確保を図るよう要請する｡ 

 

３  住民の安全対策・福祉対策  

（１）基本方針 

雪下ろしや除雪作業の際の安全を確保を図り、高齢者世帯等の雪下ろし等の実施が困難

な世帯の安全確保のための住宅除雪支援員の派遣を行う。 

さらに降雪が続き広域的除雪支援が必要な場合は、広範囲な地域住民による支援やボラ

ンティアによる支援を行う。 

（２）実施計画 

ア 町の実施対策 

(ｱ) 住民による自力除雪の際の危険防止について、注意喚起等の広報活動を実施する。 

(ｲ) 住民の参加及びボランティア等による雪処理のための支援を実施する。 

イ 住民が実施する対策 

高齢者世帯等の除雪については、隣近所が相互扶助の精神に基づき、助け合いで実施

する。 

 

４  授業の確保等  

（１）基本方針 

保育園、小学校、中学校（以下この節において｢学校等｣という。）においては、幼児及

び児童生徒（以下この節において｢児童生徒等｣という。）の生命、身体の安全確保に万全

を期すとともに、大雪時における児童生徒等の通学のための危険を排除し、安心して学習

に専念できるよう必要な措置を講じる｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施対策 

(ｱ) 学校長は、天候の急変に際して町教育委員会と密接な連絡を取り、始業、終業時間

の繰り上げ、繰り下げ等適切な変更措置をとる｡ 

(ｲ) 学校長は、大雪による交通機関の停止又は遅延に際しては遠隔地通学児童生徒等の

実態を踏まえ、授業日の繰り替え、始業、終業時刻の変更等学校運営について弾力的

に対応する｡ 
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(ｳ) 学校長は、山間部から通学する児童生徒等の生命保護のため、雪崩発生のおそれが

あるときは気象情報等を伝達するなど事故防止に努める｡ 

(ｴ) 積雪が一定量を越えると施設等の耐久度により破損するおそれがあるので、学校長

はこれを防止するため雪下ろし等の措置を講じる｡なお、緊急の場合には、一時建物

の使用を禁止する等の措置を講じる｡ 

 

５  文化財の保護  

（１）基本方針 

文化財については、文化財保護法又は文化財保護条例等により、その重要なものを指

定・登録し保護することになっている｡これらは貴重な国民的財産であり正しく次世代へ

継承してゆくことが必要である｡ 

このため、文化財建造物等については、積雪による破損や損傷を防ぐため適切な応急対

策を講じる｡ 

（２）実施計画 

ア 所有者等が実施する対策 

積雪量が一定量を越えると、文化財建造物等の耐久度により破損や損傷のおそれがあ

るため、これを防止するため時期を逸しないよう雪下ろし等を実施する。 

 

６  警備体制の確立  

（１）基本方針 

関係機関と緊密な連絡の下に諸対策を推進し、雪害が発生し又は発生するおそれがある

場合は、早期に警備体制を確立して人命の保護を第一義とした活動に努める。 

（２）実施計画 

ア 町及び上田地域広域連合消防本部の実施対策 

(ｱ) 事前措置 

ａ 事前情報の収集と情勢判断 

ｂ 警備体制の確立 

ｃ 装備資機材等の確保 

ｄ 関係機関との連絡協調 

ｅ 広報活動の実施 

(ｲ) 雪害発生時の措置 

ａ 雪害情報の収集･被害の調査等 

（ａ）事前情報 

（ｂ）雪害発生時の情報 

（ｃ）関係機関に対する連絡 

ｂ 避難措置等 

（ａ）災害予想箇所等危険区域の警戒 
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（ｂ）避難誘導 

（ｃ）避難後の措置 

ｃ り災者の救出（救護）活動 

（ａ）人命救助活動 

（ｂ）関係機関の行う救護活動に対する協力 

(ｳ) 雪害発生後の措置 

ａ 行方不明者の捜索 

ｂ 他機関の行う応急対策実施に対する協力 

ｃ 広報の実施 

（ａ）雪害の状況 

（ｂ）今後の見通し 

（ｃ）復旧措置の状況 

（ｄ）罹災者の収容状況 

(ｴ) 交通の確保（規制）措置 

ａ 道路交通の実態把握 

ｂ 関係機関との連絡協調 

ｃ 所要の交通規制の実施、迂回･誘導措置 

ｄ 交通整理員の配備 

ｅ 交通情報の収集･提供 

ｆ 交通規制等の広報 

 

７  大雪災害の発生及び拡大の防止  

（１）基本方針 

大雪により雪崩等の災害が発生する必然性が高く、また、除雪に伴う中小河川の氾濫に

より住宅等への浸水、農業用ハウスの損壊等の災害が発生するおそれがあることから、適

切な応急対策を実施する必要がある｡ 

（２）実施計画 

ア 町の実施対策 

危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図り、適切な応

急対策を実施する｡ 
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第３節 避難収容活動に当たっての災害等に対する配慮 

第１  基本方針  

災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に安全が確保されるまでの間、被災

者の当面の居所を確保する必要がある｡ 

 

第２  主な取組み  

風水害対策編第２章第 12節「避難収容活動」による。 

 

第３  活動の内容  

風水害対策編第２章第 12節「避難収容活動」による。 
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１ 防災関係機関に関する資料 

 

１－１ 防災関係機関一覧表 

名   称 電話番号 ＦＡＸ番号 

上田地域広域連合消防本部 
26-0119 

緊急時119 
23-6901 

依田窪南部消防署 68-0119 68-4119 

役場庁舎 68-3111(代) 68-4011 

和田支所 88-2345 88-2693 

古町支所 68-2101 68-2101 

長久保支所 68-3105 68-4265 

大門支所 68-2151 68-2151 

上田警察署 
22-0110 

緊急時110 
25-9110 

丸子警部交番 
42-0110 

緊急時110 
 

古町駐在所 68-0110  

長久保駐在所 68-2117  

和田駐在所 88-2029  

国保 依田窪病院 68-2036 68-4034 

国保依田久保病院付属 和田診療所 88-2020 88-2299 

上田地域振興局 25-7113 25-7115 

上田建設事務所 

（県道、県管理河川関係） 
25-7161 25-7163 

上田保健福祉事務所 25-7147 23-1973 

ＮＴＴ東日本－長野上田事業所 
113 

又は026-225-4409 
 

中部電力(株)上田営業所 
0120-984-520 

又は23-8200 
 

ＬＰガス協会（中原樹脂工業(株)） 68-2123  

建設振興協議会（会長） ※最新の役員連絡先を確認する  

 



第７編 資 料 編 

-426- 

２ 災害危険箇所に関する資料 

 

２－１ 山地災害危険箇所（地滑り危険箇所） 

箇  所  名 所    在    地 

芹沢 長久保字芹沢（47・48林班内） 

 

２－２ 土石流危険渓流 

番号 渓 流 番 号 字 名 河 川 名 渓 流 名 

１ 34211001 立岩 依田川 入の沢川 

２ 34211002 立岩 依田川 立岩沢 

３ 34211003 滝沢 内村川 滝沢 

４ 34211004 五反田 依田川 五反田沢 

５ 34211005 五反田 依田川 五反田川 

６ 34211006 北古屋 依田川 大内沢川 

７ 34211007 有坂 依田川 有坂沢３ 

８ 34211008 有坂 依田川 山神沢２ 

９ 34211009 有坂 依田川 山神沢１ 

10 34211010 有坂 依田川 有坂沢２ 

11 34211011 有坂 依田川 有坂沢１ 

12 34211012 有坂 依田川 赤沢川 

13 34211013 寺上 依田川 不動沢川 

14 34211014 新道 依田川 上平の沢 

15 34211015 竪町 依田川 竪町沢 

16 34211016 横町 依田川 五十鈴川 

17 34211017 横町 依田川 山宮川 

18 34211018 横町 依田川 横町沢 

19 34211019 四泊 依田川 芹沢 

20 34211020 新屋 依田川 小茂沢川 

21 34211021 新屋 依田川 新屋沢 

22 34211022 宮ノ上 大門川 宮ノ上沢 

23 34211023 宮ノ上 大門川 大茂沢川 

24 34211024 宮ノ上 依田川 戸陰沢 

25 34211025 窪城 依田川 楡木川 

26 34211026 窪城 依田川 宮城川 

27 34211027 大門 大門川 名呉沢 
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番号 渓 流 番 号 字 名 河 川 名 渓 流 名 

28 34211028 大門 大門川 白ノ入沢 

29 34211029 入大門 大門川 水沢川 

30 34211030 入大門 依田川 馬込沢 

31 34211031 入大門 依田川 野田谷川 

32 34211032 小茂谷 依田川 浦沢川 

33 34211033 小茂谷 依田川 上浦沢川２ 

34 34211034 小茂谷 依田川 上浦沢川１ 

35 34211035 小茂谷 依田川 北オネガミ沢 

36 34211036 白樺ハイランド別荘地 大門川 シンナショウ沢 

37 34211037 大門 大門川 下エダドリ沢 

38 34211038 鷹山 大門川 鷹山沢２ 

39 34211039 鷹山 依田川 鷹山沢１ 

40 34211040 姫木平別荘地 依田川 大笹川２ 

41 34211041 姫木平別荘地 依田川 大笹川１ 

42 34211042 姫木平別荘地 依田川 姫木平の沢 

43 34211043 姫木平別荘地 大門川 駒場川 

44 34212001 古町 依田川 有坂沢 

45 34212002 古町 依田川 北古屋沢１ 

46 34212003 古町 依田川 寺上沢 

47 34212004 長久保 依田川 長久保沢 

48 34212005 長久保 大門川 横町沢１ 

49 34212006 長久保 大門川 横町沢２ 

50 34212007 大門 大門川 ツブレヤ沢 

51 34212008 白樺ハイランド 大門川 白樺ハイランド沢２ 

52 34212009 白樺ハイランド 大門川 白樺ハイランド沢１ 

53 34213001 古町 依田川 北古屋沢２ 

54 34213002 長久保 依田川 仙ノ倉沢 

55 34213003 大門 大門川 望地沢 

56 34213004 大門 大門川 カクレバサマ沢 

57 34213005 大門 大門川 大門沢 

58 34213006 追分 大門川 追分沢２ 

59 34213007 追分 大門川 追分沢１ 

60 34711001 中組 依田川 青原沢 

61 34711002 中組 依田川 中組沢 

62 34711003 中組 依田川 下和田下西山 

63 34711004 上組 依田川 下の山沢川２ 

64 34711005 上組 依田川 下の山沢川１ 

65 34711006 上組 依田川 上の山沢川 
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番号 渓 流 番 号 字 名 河 川 名 渓 流 名 

66 34711007 原 依田川 日向２ 

67 34711008 原 依田川 日向１ 

68 34711009 原 依田川 唐沢川２ 

69 34711010 原 依田川 唐沢川１ 

70 34711011 原 依田川 クルミ沢２ 

71 34711012 原 依田川 クルミ沢１ 

72 34711013 新田 依田川 狐穴沢 

73 34711014 鍛冶足 依田川 下鍛冶足沢 

74 34711015 鍛冶足 依田川 北沢川 

75 34711016 鍛冶足 依田川 板取沢 

76 34711017 野々入 追川 ホドノ入川 

77 34711018 野々入 依田川 野々入沢 

78 34711019 唐沢 依田川 小日向沢 

79 34711020 男女倉 依田川 本沢 

80 34711021 男女倉 依田川 沢の畑 

81 34712001 新田 依田川 大多沢 

82 34712002 久保 依田川 久保沢 

83 34712003 上和田 依田川 上和田沢 

84 34712004 男女倉 男女倉沢川 男女倉沢 

85 34712005 男女倉 依田川 男女倉沢 

86 34712006 男女倉 依田川 ツチヤ沢 

87 34712007 東餅屋 依田川 東餅屋沢 

88 34713001 芹沢 依田川 小水沢 

89 34713002 芹沢 依田川 中水沢 

90 34713003 野々入 追川 野々入川 

91 34713004 大出 依田川 赤倉沢 

92 34713005 唐沢 依田川 小日向沢 

93 34713006 唐沢 依田川 上和田沢 
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２－３ 山地災害危険箇所（崩壊土砂流出危険箇所） 

地  区  名 所    在    地 

赤沢 古町字赤沢（10林班内） 

不動沢 古町字不動沢（７林班内） 

仙ノ倉 長久保字仙ノ倉（１・５林班内） 

大沢 長久保字大沢（41林班内） 

山宮 長久保字山宮（44林班内） 

戸陰沢 大門字戸陰沢（56・57林班内） 

大茂沢 大門字大茂沢（55林班内） 

郷沢 大門字郷沢（65林班内） 

東沢 大門字東沢（69・70林班内） 

高岩 大門字高岩（99林班内） 

小茂ヶ谷 大門字小茂ヶ谷（97林班内） 

小茂沢 大門字小茂沢（48林班内） 

本沢 大門字本沢（94林班内） 

追分・初の沢 大門字追分（83林班内） 

追分・細見山沢 大門字追分（84林班内） 

上組・中組 和田字下西山（1048林班内） 

上組 和田字上西山（1047林班内） 

小水沢 和田字水沢（1002林班内） 

中水沢 和田字水沢（1003林班内） 

樽沢 和田字樽沢（1005林班内） 

明神堀沢 和田字日向（1045林班内） 

から沢 和田字日向（1044林班内） 

久保くるみ沢 和田字狐穴（1042・1043林班内） 

久保狐穴（１） 和田字狐穴（1043林班内） 

久保狐穴（２） 和田字狐穴（1037林班内） 

野々入ホドノ入 和田字ホドノ入（1031・1033林班内） 

唐沢 和田字小日向（1019林班内） 
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２－４ 山地災害危険箇所（山腹崩壊危険地区） 

地  区  名 所    在    地 

立岩 古町字下岩下（14林班内） 

北古屋 古町字北古屋（15林班内） 

仙ノ倉 長久保字仙ノ倉（５林班内） 

日影林 長久保字日影林（43林班内） 

三郎山 長久保字大石（44・46林班内） 

落合 大門字放場（48林班内） 

日山 大門字日山（108林班内） 

名呉 大門字名呉（61林班内） 

青原 和田字西山（1049林班内） 

上東山 和田字上東山（1002林班内） 

芹沢 和田字日向（1046林班内） 

橋場・経塚 和田字大多沢（1007林班内） 

久保 和田字古屋敷（1035林班内） 

大平山 和田字大平山（1028林班内） 

塩ノ上 和田字塩ノ上（1028林班内） 

赤倉山 和田字赤倉山（1021林班内） 

野々入 和田字野々入（1029林班内） 

野々入 和田字野々入（1030林班内） 

古屋敷 和田字追川（1035林班内） 

観音沢 和田字観音沢（1022林班内） 
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３ 水防に関する資料 

 

３－１ 信濃川水系水位観測所 

所 属 観測所名 河川名 位  置 備  考 

長和町 寺上 依田川 小県郡長和町古町字上町4017-2 テレメーター 

長和町 落合 依田川 小県郡長和町大門132-1 テレメーター 

長和町 入大門 大門川 小県郡長和町大門2628-1 テレメーター 

長和町 和田支所 依田川 小県郡長和町和田2873-1 テレメーター 

長和町 大出橋 依田川 小県郡長和町和田3288-1 テレメーター 

 

 

３－２ 水防倉庫所在地 

名  称 位    置 竣工年月 備  考 

長久保 長久保グランド横 平３.３  

古町 古町不動沢ダム左岸 平４.２  

立岩 立岩公民館横 昭54.10  

長和（下和田） 中組 第６分団中組詰所横 平２.３  

 

 

３－３ ため池 

場  所 名  称 容量（㎥） 

長和町古町字滝ノ沢 滝ノ沢１号池 3,900 

長和町古町字滝ノ沢 滝ノ沢２号池 4,200 

長和町長久保字深山 深山１号池 2,100 

長和町長久保字深山 深山２号池 300 

長和町和田野々入 夜の池 2,000 
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３－４ 水防上重要なダム、水門の操作 

河川名 

河川 

の 

種別 

名称 位置 管理者 操作担当者 操作の基準 備考 

依田川 一級 青原堰 
長和町 

和田上立場 
青原区長 青原区長 

協定なし 慣行により

大雨洪水注意報の場合

手動式巻揚扉門操作 

 

依田川 一級 
水沢 

えん堤 

長和町 

和田字昆沙免 
中部電力(株) 

長野電力センター 

土木課 

中部電力管理要領によ

る 

026-241

-1886 

依田川 一級 
円通寺 

頭首工 

長和町 

長久保 
長和町長 土木専門委員 

協定なし 慣行により

大雨洪水注意報の場合

手動式巻揚扉門操作 

 

依田川 一級 
中島 

頭首工 

長和町 

長久保 
長和町長 土木専門委員  

依田川 一級 沢田水門 
長和町 

長久保 
長和町長 土木専門委員  

依田川 一級 大石水門 
長和町 

長久保 
長和町長 土木専門委員  

依田川 一級 
古町上堰 

頭首工 

長和町 

和田青原 
長和町長 土木専門委員  

依田川 一級 
古町下堰 

頭首工 

長和町 

長久保 
長和町長 土木専門委員  

依田川 一級 
上立岩 

頭首工 

長和町 

古町立岩 
長和町長 土木専門委員  

大門川 一級 
中堰 

頭首工 

長和町 

大門東沢 
長和町長 土木専門委員 

協定なし 慣行により

大雨洪水注意報の場合

手動式巻揚扉門操作 

 

大門川 一級 
大門川 

えん堤 

長和町 

大門日山 
中部電力(株) 

長野電力センター 

土木課 

中部電力管理要領によ

る 

026-241

-1886 

大門川 一級 
大石 

頭首工 

長和町 

大門岩井 
長和町長 土木専門委員 

協定なし 慣行により

大雨洪水注意報の場合

手動式巻揚扉門操作 
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３－５ 重要水防区域 

（１）県の管理河川 

河川名 
河川の 

種 別 

左右岸 

の 別 

警戒の 

度 合 

延長 

(ｍ) 

箇所 

数 

場   所 

（目 標） 

予想さ

れる水

位(ｍ) 

区分と 

予想される危険 
水防工法 

依田川 一級 
左 Ａ 100 １ 

立岩上の橋下流 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 

木流し 

蛇籠 右 Ｂ 70 １ 

依田川 一級 右 Ｂ 100 １ 
古町五反田橋下

流 
2.5 

無堤地 

決壊 
牛枠 

依田川 一級 
左 Ｂ 600 １ 

大内橋～古町橋 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

右 Ｂ 300 １ 

依田川 一級 左 Ｂ 230 １ 古町一文字堤防 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
牛枠 

依田川 一級 右 Ｂ 200 １ 沢田水門 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
蛇籠布せ 

依田川 一級 左 Ｂ 200 １ 
武石川合流点上

流 
2.5 

護岸（堤防）老朽 

決壊 
木流し 

大門川 一級 左 Ａ 100 １ 落合橋上流 2.5 
護岸（堤防）老朽 

決壊 
漏水 

大門川 一級 
左 Ａ 550 １ 

入大門 2.5 
護岸（堤防）高不足 

越水 

木流し 

牛枠 右 Ａ 800 １ 

大門川 一級 左 Ｂ 100 １ 相馬川原の築堤 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 

木流し 

牛枠 

大門川 一級 左 Ｂ 100 １ 一の橋上流 2.5 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

大門川 一級 右 Ｂ 50 １ 向橋上流 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

大門川 一級 左 Ｂ 300 １ 大門強清水 2.5 
無堤地 

土砂崩壊 
木流し 

武石川 一級 右 Ａ 1,000 １ 武石橋上流 2.0 
無堤地 

決壊 
木流し 

依田川 一級 左 Ａ 200 １ 和田橋上下流 2.0 
堤防高不足 

越水 
積土俵 
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河川名 
河川の 

種 別 

左右岸 

の 別 

警戒の 

度 合 

延長 

(ｍ) 

箇所 

数 

場   所 

（目 標） 

予想さ

れる水

位(ｍ) 

区分と 

予想される危険 
水防工法 

依田川 一級 左 Ａ 50 １ 天王橋上流 2.0 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 左 Ａ 70 １ 上立場橋上流 2.5 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 左 Ａ 100 １ 
上小えのき茸種

苗センター東 
2.0 

堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 左 Ａ 400 １ 二の橋上流 2.0 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

依田川 一級 左 Ａ 20 １ 深山ロ橋下流 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

依田川 一級 右 Ａ 50 １ 深山口橋上流 2.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

依田川 一級 左 Ａ 300 １ 若宮八幡社裏 2.5 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 右 Ａ 100 １ 中村橋下流 2.5 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 右 Ａ 100 １ 中村橋上流 2.5 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

依田川 一級 右 Ａ 120 １ 芹沢橋下流 2.0 護岸等の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ａ 80 １ 芹沢橋上流 2.0 護岸等の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ａ 50 １ 水沢橋下流 2.0 
堤防高不足 

決壊 
積士俵 

依田川 一級 
右 Ａ 200 １ 

大多沢橋上流 2.0 護岸の決壊 木流し 
左 Ａ 150 １ 

依田川 一級 左 Ａ 400 １ 大多沢橋下流 2.0 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ａ 150 １ 荒井橋上流 2.0 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 左 Ａ 200 １ 荒井橋下流 2.0 護岸の決壊 木流し 
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河川名 
河川の 

種 別 

左右岸 

の 別 

警戒の 

度 合 

延長 

(ｍ) 

箇所 

数 

場   所 

（目 標） 

予想さ

れる水

位(ｍ) 

区分と 

予想される危険 
水防工法 

依田川 一級 左 Ａ 150 １ 桂の木地籍 1.3 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ｂ 210 １ 
細尾橋上流西木

戸 
2.0 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ｂ 130 １ 細尾橋下流 1.8 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 右 Ｂ 120 １ 天王橋上流 2.5 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 
左 Ｂ 30 １ 

天王橋下流 2.5 護岸の決壊 木流し 
右 Ｂ 30 １ 

依田川 一級 右 Ｂ 200 １ 大出橋上発電所 2.5 
無堤地 

土砂崩落 
木流し 

依田川 一級 左 Ｂ 340 １ 
松沢橋上流～大

出川 
2.5 護岸の決壊 木流し 

依田川 一級 左 Ｂ 250 １ 矢崎 1.5 護岸の決壊 木流し 

追川 一級 左 Ａ 100 １ 野々入 1.5 護岸の決壊 木流し 

追川 一級 右 Ｂ 80 １ 稲荷橋下流 3.0 
堤防高不足 

越水 
積土俵 
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（２）町の管理河川 

河川名 
河川の 

種 別 

左右岸 

の 別 

警戒の 

度 合 

延長 

(ｍ) 

箇所 

数 

場   所 

（目 標） 

予想さ

れる水

位(ｍ) 

区分と 

予想される危険 
水防工法 

五十 

鈴川 
普通 

左 Ａ 150 １ 長久保五十鈴橋

上下流 
1.5 

無堤地 

決壊 
木流し 

右 Ａ 150 １ 

赤沢川 普通 
左 Ｂ 200 １ 

依田川合流点上 1.0 
堤防高不足 

越水 
積土俵 

右 Ｂ 200 １ 

赤沢川 普通 
左 Ｂ 50 １ 

上堰放流口下 1.0 
護岸（堤防）高不足 

越水 
積土俵 

右 Ｂ 50 １ 

不動 

沢川 
普通 

左 Ｂ 200 １ 
依田川合流点上 1.0 

堤防高不足 

越水 
積土俵 

右 Ｂ 200 １ 

小茂 

沢川 
普通 右 Ａ 100 １ 新屋部落上 1.0 

護岸（堤防）老朽 

決壊 
木流し 

戸蔭 

沢川 
普通 

左 Ｂ 50 １ 
戸蔭沢堤下 1.5 

護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

右 Ｂ 50 １ 

楡木川 普通 
左 Ｂ 50 １ 大門保育所前上

下流 
1.0 

護岸（堤防）弱体 

決壊 
積土俵 

右 Ｂ 50 １ 

山宮川 普通 
左 Ｂ 100 １ 

長久保新町 1.0 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

右 Ｂ 100 １ 

滝の 

沢川 
普通 

左 Ｂ 60 ２ 
古町日影田 1.5 

無堤地 

土砂流出 
木流し 

右 Ｂ 60 ２ 

松沢川 普通 右 Ａ 50 １ 鍛治足 1.5 護岸等の決壊 木流し 

孤穴沢 普通 
左 Ａ 500 １ 

久保集落内 1.5 
護岸（堤防）弱体 

決壊 
木流し 

右 Ａ 500 １ 
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４ ライフラインに関する資料 

 

４－１ 長和町上水道・水源地 

旧簡易水道名 水源地名 水源水量（ℓ／分） 

長門簡易水道 
古町 625.0 

入大門 505.5 

和田簡易水道 

本沢 2,038.2 

野々入 208.3 

スゲノ沢 29.9 

美ヶ原高原郷 40.3 

滝ノ沢簡易水道 滝ノ沢 37.5 

鷹山簡易水道 
鷹山第１（浅井戸） 138.9 

鷹山第２（浅井戸） 395.8 

学者村簡易水道 大呂出 652.1 

美し松簡易水源 美し松 850.7 

小茂ヶ谷簡易水道 小茂ヶ谷深井戸 100.0 

姫木平簡易水道 

姫木平第１ 779.9 

姫木平第２ 1,838.2 

姫木平第３ 737.5 

強清水簡易水道 

白樺ハイランド 106.9 

りんどうの郷第１ 29.9 

りんどうの郷第２ 34.0 

りんどうの郷第３ 300.0 
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４－２ 配水池・湧水 

（１）配水池 

番号 配  水  池  名 容   積（m3） 

１ 長久保低区配水池 311.0 

２ 長久保高区配水池 54.0 

３ 学者村第１配水池 280.0 

４ 学者村第２配水池 158.4 

５ 学者村第３配水池 180.0 

６ 古町中央配水池 384.0 

７ 滝ノ沢配水池 18.0 

８ 青原配水池 324.0 

９ 入大門配水池 187.2 

10 窪城配水池 253.5 

11 強清水配水池 200.0 

12 小茂ヶ谷配水池 55.0 

13 りんどうの郷配水池 202.5 

14 ふれあいの郷配水池 45.0 

15 鷹山配水池 211.3 

16 鷹山スキー場配水池 26.6 

17 美し松配水池 436.8 

18 姫木平中区配水池 621.0 

19 姫木平高区配水池 760.0 

20 男女倉配水池 91.2 

21 唐沢分水槽 60.0 

22 南部第１配水池 88.0 

23 南部第２配水池 288.0 

24 上組第１配水池 202.5 

25 上組第２配水池 105.0 

26 東部配水池 60.0 

27 野々入配水池 54.0 

28 スゲノ沢配水池 39.6 

29 久保配水池 85.0 

30 美ヶ原高原郷配水池 30.0 
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（２）湧 水 

湧 水 名 所  在  地 湧水量（ℓ／分） 

滝ノ沢湧水 古町 字滝ノ沢 92.0 

芹沢湧水 長久保 字芹沢 113.0 

強清水湧水 大門 字強清水 85.0 

黒耀の水 和田 字男女倉 90.0 

接待の水 和田 字深沢 10.0 
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５ 危険物に関する資料 

 

５－１ 危険物施設数 

 

 

５－２ 危険物事業所一覧 

デイサービスセンター長門 上田市下武石 776-1 85-2218 ロッジひいらぎ 長和町大門 3518 69-2255 

依田窪老人保健施設 いこい 長和町古町 3365-5 68-0281 スノーボール 長和町大門 3518-2537 41-8088 

長門温泉 やすらぎの湯 長和町古町 2436-1 68-2601 鷹山スキー場レストハウス 長和町長久保 525-1 69-2232 

国保依田窪病院 長和町古町 2857 68-2036 ペンション・サルモニダエ 長和町大門 3643-14 69-2040 

高見沢砕石（株） 長和町古町 4006-1 68-2011 （株）ビーナス石油 長和町和田 239-4 88-2157 

ＪＲバス関東（株）長久保営業所 長和町長久保 555 68-2106 （株）ジェイエイサービス 上田市大手 2-7-10 88-2533 

長和町立 長門小学校 長和町長久保 525-1 68-2004 （株）イリイチ和田 長和町和田 2839-7 88-2777 

（株）武重商会 上田市常田 2-20-26 68-2586 和田宿温泉ふれあいの湯 長和町古町 2436-1 88-0001 

（株）若林商会 坂城町大字南条 4640 69-2211 和田コミュニティーセンター 長和町長久保 525-1 88-6123 

山の子学園共同村 長和町大門 3527-4 69-2445 山の子学園 和いわい 長和町和田橋場 1485-5 88-2285 

八王子姫木平 自然の家 八王子市元本郷町 3-24-1 69-2417 （有）美ヶ原高原ホテル 長和町和田 5101-1 86-2011 

五味レジャー産業（株） 長和町大門 3518 69-2626 山本小屋ふる里館 松本市入山辺 8961 86-2311 

（有）山本商会 ロッヂ銀嶺 長和町大門 3518-2480 69-2711       

（株）アンダーマット 長和町大門 3518-1146 69-2001       

 

区     分 施  設  数 

貯 蔵 所 

屋内貯蔵所 １ 

屋外タンク貯蔵所 14 

地下タンク貯蔵所 17 

移動タンク貯蔵所 ６ 

 

取 扱 所 

給油取扱所 11 

一般取扱所 ５ 

計 54 
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６ 避難施設に関する資料 

 

６－１ 要配慮者利用施設一覧表 

＊要配慮者利用施設の定義：要配慮者が常時もしくは長時間利用する施設 

通

番 
区 分 施  設  名 番  地 地区名 電話番号 

土砂災害警戒区域内 

浸水想定区域内 

１ 
全般 

依田窪病院 古町2857 北古屋 68-2036 ○ 

２ 依田窪病院附属和田診療所 和田1482-2 新田 88-2020  

３ 

高齢者 

デイサービスセンター長門 古町3365-7 北古屋 68-0226  

４ 大門の家 大門1531 宮ノ三 41-2123 ○ 

５ デイサービスセンター和田 和田1492 新田 88-0077 ○ 

６ グループホーム和田 和田1550-2 橋場 88-0088 ○ 

７ 依田窪老人保健施設「いこい」 古町3365-5 北古屋 68-0281  

８ 
長和町高齢者生活福祉センター

「ほほえみ」 
和田1492 新田 88-0077 ○ 

９ 

障がい者 

山の子学園共同村 大門3527-4 美し松 69-2445  

10 生活介護事業「和いわい」 和田1482-5 新田 88-2285 ○ 

11 
障がい者地域生活サポートセンター

「ぶらっと」 
長久保1694-1 ５区 68-3931 ○ 

12 
障がい者地域生活サポートセンター

「ぶらっと」 
古町2903 藤見町 71-0093  

13 下木戸荘 大門2671-1 上ノ二 68-2890 ○ 

14 大石荘 長久保2223-33 13区 68-3166 ○ 

15 中町荘 古町3959-5 上中町 68-3354 ○ 

16 入大門荘 大門2247-3 大門 68-3360 ○ 

17 障がい者等 長和町福祉企業センター 長久保497 ７区 68-2614 ○ 

18 

児童生徒等 

依田窪病院内あすなろ保育園 古町3365-2 北古屋 68-3972  

19 ながと保育園 長久保507-1 ７区 68-2372 ○ 

20 和田保育園 和田1792 原 88-2113 ○ 

21 長門小学校 長久保410 ７区 68-2004 ○ 

22 和田小学校 和田1664 原 88-2004 ○ 

23 長門ふれあい館 長久保457-1 ７区 68-4400 ○ 

24 和田学童保育 和田1482-2 新田 88-3069 ○ 

※要配慮者利用施設への警戒情報等の伝達は、電話、メール、ＦＡＸ、防災行政無線（同報系）、ＣＡ

ＴＶ、音声告知端末、広報車等の手段を複数組み合わせ確実に実施する。 
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６－２ 避難所及び緊急避難場所一覧表（地区別一時避難場所） 

災害対策基本法の改正に伴い、各避難所を災害（洪水、崖崩れ・土石流及び地滑り、地震、

大規模な火災）の種類ごとに、その災害の避難に適し、一時的に避難するための施設を指定し

たものであり、災害ごとの適否については、以下のとおり判断する。 

また、資料６－２のうち、適している施設を緊急避難場所とする。 

（１）洪水（大雨による浸水被害） 

ハザードマップから、浸水被害の恐れがない区域の避難所とする。 

（２）土砂（崖崩れ、土石流及び地滑り） 

土砂災害警戒区域外の避難所とする。 

（３）地震 

耐震構造の建築物とする。 

（４）火事 

大規模な火災時の指定緊急避難場所は、資料６－５の公園、グランド、学校校庭等の広

域避難地とする。 

 

地 

区 
施 設 名 所 在 地 

建 

築 

年 

面積 

（㎡） 

収容 

人員 

(人) 

洪 

水 

土 

砂 

地 

震 

古 

町 

立岩区公会堂 古町1247  308 106 ○ ☓ ☓ 

立岩構造改善センター 古町1353-1 H3 295 98 ○ ☓ ○ 

沖公民館 古町365-1 H7 72 22 ○ ○ ○ 

上立岩コミュニティー施設 古町1048-12 H11 63 16 ☓ ○ ○ 

有坂公民館 古町659 H15 264 88 ○ ☓ ○ 

滝の沢集落センター 古町2070-1  104 20 ○ ☓ ☓ 

五反田公民館 古町2899-3 S62 94 25 ○ ☓ ○ 

桜町公民館（古町生活改善センター） 古町2772-1 S57 132 44 ○ ○ ○ 

古町屋内ゲートボール場 古町2803  694 231 ○ ○ ☓ 

北古屋公民館 古町3770 S62 99 33 ○ ☓ ○ 

下町集会施設 古町3871-3 H20 63 24 ☓ ○ ☓ 

下二集落施設 古町3846  153 38 ☓ ○ ☓ 

中町集会場 古町4123-1 S63 103 22 ○ ○ ○ 

古町転作促進研修センター 古町3902-1 S55 279 93 ☓ ○ ☓ 

上町集会施設 古町4063-5 S63 97 26 ☓ ☓ ○ 

学者村第３期管理事務所 ℡68-3729 古町2961-73 S53 89 29 ○ ☓ ☓ 
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地 

区 
施 設 名 所 在 地 

建 

築 

年 

面積 

（㎡） 

収容 

人員 

(人) 

洪 

水 

土 
砂 

地 

震 

長

久

保 

長門小学校体育館    ℡68-2004 長久保410 S49 497 165 ○ ☓ ○ 

長門柔剣道場 長久保455 H5 549 183 ○ ☓ ○ 

長久保屋内ゲートボール場 長久保455 H5 543 181 ○ ☓ ○ 

長久保７区集会場 長久保530-2  207 60 ○ ☓ ☓ 

長久保10区集会施設 長久保1646-2 S9 59 15 ○ ☓ ○ 

長久保11区集会施設 長久保1718-1 H23 52 14 ○ ☓ ○ 

長久保12区農業生活施設 長久保2072-2 H3 66 19 ○ ☓ ○ 

長久保13区集会場 長久保2223-65 H2 81 27 ○ ☓ ○ 

長久保14.15区集会施設 長久保150-128 H10 66 19 ○ ○ ☓ 

学者村総合管理センター ℡68-2906 長久保885-3  165 55 ○ ○ ☓ 

大

門 

四泊・落合公民館 大門36-2 H4 159 53 ☓ ☓ ○ 

新屋公民館 大門453 S62 78 26 ○ ○ ○ 

岩井公民館 大門622-1 S60 77 25 ○ ○ ○ 

窪城多目的集会施設 大門1465-1  136 45 ○ ☓ ○ 

大門屋内ゲートボール場 大門1519-1  465 155 ○ ○ ○ 

強清水集会施設 大門3393-56 H6 42 13 ○ ☓ ○ 

小茂谷公民館 大門3495  104 29 ○ ☓ ☓ 

美し松ハイランド管理事務所 ℡69-2732 大門3527-6  109 36 ○ ○ ☓ 

長門緑地等管理中央センター ℡60-2733 大門3625 S63 1,251 101 ○ ☓ ○ 

鷹山集会施設 大門3592-4  74 25 ○ ○ ☓ 

ふれあいの郷管理事務所 ℡69-2541 大門  145 48 ○ ○ ☓ 

和 

田 

青原公民館       ℡88-3373 和田256-1  238 79 ○ ○ ○ 

中組公民館       ℡88-3374 和田555-6 H25 207 69 ○ ○ 〇 

上組公民館       ℡88-3375 和田922-2  442 147 ○ ☓ ☓ 

原公民館        ℡88-3377 和田1627  233 77 ○ ☓ ☓ 

新田公民館       ℡88-3378 和田1499-1 S53 235 78 ○ ☓ ☓ 

橋場公民館       ℡88-3379 和田1525-8 H26 216 72 ○ ☓ 〇 

仮宿公民館       ℡88-3380 和田2555-6 H2 231 77 ○ ☓ ○ 

久保公民館       ℡88-3381 和田2505-1 S57 277 92 ○ ☓ ○ 

野々入公民館      ℡88-3382 和田5638-4 S52 164 54 ○ ○ ☓ 

下町公民館       ℡88-3383 和田2657 S52 246 82 ○ ○ ☓ 

中町公民館       ℡88-2008 和田2850-3 S53 165 55 ○ ○ ☓ 
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地 

区 
施 設 名 所 在 地 

建 

築 

年 

面積 

（㎡） 

収容 

人員 

(人) 

洪 

水 

土 
砂 

地 

震 

和 

田 

上町公民館       ℡88-3385 和田2803 S50 210 70 ○ ○ ☓ 

鍛治足公民館      ℡88-3386 和田3172-1 S63 374 124 ○ ☓ ○ 

大出公民館       ℡88-3387 和田3288 S56 265 88 ☓ ○ ☓ 

唐沢公民館       ℡88-3261 和田3461-3 S52 147 49 ○ ☓ ☓ 

男女倉公民館      ℡88-3389 和田5309-143 H21 145 48 ○ ☓ ○ 

旭ヶ丘公民館      ℡88-3376 和田1672-11  144 48 ○ ☓ ○ 

湯遊パーク屋内ゲートボール場 ℡88-0003 和田4295-1 H6 1,983 289 ○ ○ ☓ 

和田女性・若者等活動促進施設 ℡88-0111 和田2884-1 H14 504 168 ○ ○ ○ 

美ヶ原高原郷別荘管理棟 ℡88-2167 和田 S52 80 26 ○ ○ ☓ 
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６－３ 指定避難所一覧表（広域避難施設） 

施  設  名 住  所 電話番号 収容人員 洪水 土砂 地震 

古町公民館 古町2803 68-2101 341 〇 〇 〇 

長門ふれあい館 長久保457-1 68-4400 200 〇 △ 〇 

長門町民体育館 長久保455 68-2127 805 〇 △ 〇 

長門老人福祉センター 長久保1699 68-3105 496 〇 △ 〇 

町民センター集会ホール 長久保1699 68-3105 236 〇 △ 〇 

大門基幹集落センター 大門1164-1 68-2151 130 〇 △ 〇 

入大門センター 大門2651 5555有線 146 〇 △ 〇 

姫木コミュニティーセンター 大門姫木平3518-1146 69-2911 99 〇 〇 〇 

和田コミュニティーセンター 和田4233-1 41-6123 503 〇 〇 〇 

和田小学校（体育館） 和田1664 88-2004 196 〇 △ 〇 

長和町役場和田支所 和田2872 88-2345 154 〇 〇 〇 

湯遊パーク体育館 和田4300-1 88-0002 661 〇 〇 〇 

 

６－４ 福祉避難所一覧表（緊急受入施設） 

施  設  名 住  所 電話番号 収容人員 

依田窪病院 古町2857 68-2036  

老人保健施設いこい 古町3365-5 68-0281  

デイサービスセンター長門 古町3365-7 68-0226  

デイサービスセンター和田 和田1492 88-0077  

小規模ケア施設「大門の家」 大門1531 41-2123  
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６－５ 指定緊急避難場所一覧表 

施   設   名 住  所 電話番号 

古町グラウンド 古町2803 68-2101 

マルメロの駅ながと（道の駅）駐車場 古町2642-3他 68-0281 

長久保グラウンド 長久保544 68-2127 

長門小学校校庭 長久保410 68-2127 

大門グラウンド 大門1551 68-2127 

たかやまスキー場駐車場 大門3652 41-2068 

エコーバレースキー場駐車場 大門3518-2787 60-2001 

和田宿ステーション駐車場 和田2884-1他 88-2040 

和田支所駐車場 和田 2872 88-2345 

和田老人福祉センター駐車場 和田 1482-3 88-3069 

※緊急消防援助隊集結場所を、和田宿ステーション駐車場とする。和田宿ステーション駐車場が使用で

きない場合は、マルメロの駅ながと（道の駅）とする。 

 

６－６ 応急仮設住宅建設予定地一覧表 

施   設   名 住  所 電話番号 

古町グラウンド 古町2803 68-2127 

長久保グラウンド 長久保544 68-2127 

大門グラウンド 大門1551 68-2127 

湯遊パークグラウンド 和田4291-1 88-0003 
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７ 輸送に関する資料 

 

７－１ 物資輸送拠点及び拠点ヘリポート 

種  別 所 在 地 名    称 
施設 

規模 
広さ（長さ×幅） 

物資輸送拠点 
長久保455 長門町民体育館 ― 2,418㎡ 

和田細尾 湯遊パーク体育館 ― 1,645㎡（47ｍ×35ｍ） 

拠点ヘリポート 
和田4291-1 湯遊パークグラウンド 中型 15,000㎡（100ｍ×150ｍ） 

長久保554 長久保グラウンド 中型 7,840㎡（90ｍ×85ｍ） 

その他のヘリポート 

長久保410 長門小学校校庭 中型 9,000㎡（100ｍ×90ｍ） 

古町2803 古町グラウンド 小型 6,360㎡（80ｍ×70ｍ） 

大門1581 大門グラウンド 中型 5,648㎡（80ｍ×70ｍ） 

和田1664 和田小学校校庭 小型 2,800㎡（40ｍ×70ｍ） 

和田1655 和田中学校校庭 小型 1,500㎡（30ｍ×50ｍ） 

古町4247-1 長和町役場 小型 4,800㎡（80ｍ×60ｍ） 
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８ 災害支援制度に関する資料 

 

８－１ 災害支援制度一覧 

（１）長和町災害支援制度 

災害時における長和町の災害支援制度は次のとおりである。 
 

№ 項  目 支 援 内 容 該 当 要 件 問合先 TEL 

１ 罹災証明 罹災証明書の発行 

災害により被害を受けた方 

（床上・床下浸水等、町が

確認したもの） 

総務課 

税務係 

75-2063 

２ 町県民税 

町民税・県民税の減免 

町民税・県民税の所得

控除 

災害により被害を受けた方 

（一定の要件を満たす方） 

総務課 

税務係 

75-2063 

３ 固定資産税 固定資産税の減免 

災害により被害した土地、

家屋、償却資産（一定の要

件を満たす方） 

総務課 

税務係 

75-2063 

４ 軽自動車税 軽自動車税の減免 

災害により被害した軽自動

車等（一定の要件を満たす

方） 

総務課 

税務係 

75-2063 

５ 町税・国保税等の納付 
納税相談による徴収猶

予及び分割納付 

家屋・資産の被災により町

税等の納付が困難な方 

総務課 

税務係 

75-2063 

６ 諸証明手数料 

所得証明、納税証明、

法人に関する証明、土

地・家屋関係照明灯の

手数料の免除 

被災による保険請求や融資

等を受けるため、諸証明の

提出が必要な場合で、罹災

証明書の交付を受けた方 

総務課 

税務係 

75-2063 

町民福祉課 

窓口係 

75-2046 

住民基本台帳、外国人

登録法、戸籍関係証明

書手数料の免除 

７ 消毒に対する支援 
石灰・逆性石鹸など消

毒剤の配布 
災害により被害を受けた方 

町民福祉課 

生活環境係 

75-2046 

８ ゴミ処理手数料 ゴミ処理手数料の減免 災害で被害を受けた方 

町民福祉課 

生活環境係 

75-2046 

９ 災害見舞金 

災害により建物又は人

的被害を被った世帯に

見舞金を支給する。 

災害で被害を受けた方 

総務課 

総務係 

75-2040 

10 介護給付費等 

障害者自立支援法によ

る介護給付等利用者負

担額の減免・免除 

災害で被害を受けた方 

町民福祉課 

福祉係 

75-2046 

11 
特別児童扶養手当等（特

別障害者手当等を含む） 
支給制限の免除 

災害で被害を受けた方 

（一定の要件を満たす方） 

町民福祉課 

福祉係 

75-2046 
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№ 項  目 支 援 内 容 該 当 要 件 問合先 TEL 

12 介護保険料 介護保険料の減免 

災害により、住宅、家財又

はその他の財産について著

しい損害を受けた方 

町民福祉課 

保険係 

75-2046 

13 健康相談 訪問等による健康相談 災害で被害を受けた方 

町民福祉課 

高齢者支援係 

75-2046 

こども・健康推進課 

健康づくり係 

68-3494 

14 国民健康保険税 国民健康保険税の減免 
災害で被害を受けた方 

（一定の要件を満たす方） 

町民福祉課 

保険係 

75-2046 

15 後期高齢者医療保険料 
後期高齢者医療保険料

の減免 

災害に減免割合は次のとお

り 

住宅が床上浸水した割合 

：５割 

住宅が半壊した場合：８割 

住宅が全壊した場合：10割 

＊減免申請の提出があった

日から数えて、７日目以

降に納付期限が到来する

後期高齢者保険料が対象 

町民福祉課 

保険係 

75-2046 

16 保育料 保育料の減免 

児童の属する世帯の居住す

る家屋が災害により損害を

受け、保育料の負担が困難

になった場合 

こども・健康推進課 

子育て支援係 

75-2045 

17 児童扶養手当 
児童扶養手当の受給

（所得制限が適用外） 

災害による住宅、家財の損

失により、所得の減少が見

込まれる場合。ただし、災

害特例の適用を受けた場合

において、損害を受けた年

に所定以上の所得を有して

いるとわかったときは、災

害特例の対象となった期間

の手当の全部又は一部を変

換することとなる。 

町民福祉課 

福祉係 

75-2046 

18 
中小企業融資斡旋 

（県制度） 

災害復旧に必要な設備

資金、運用資金の貸付 

災害で被災し、り災証明を

受けた中小企業者 

産業振興課 

商工観光係 

75-2047 

19 上下水道料金 

災害に伴い、平月使用

量よりも増加した部分

の上下水道料金の減免 

災害家屋の上下水道契約者

で、使用水量が町で定める

基準により増加している場

合 

建設水道課 

上下水道係 

75-2049 



第７編 資 料 編 

-450- 

（２）長和町以外の災害支援制度 

№ 項  目 支 援 内 容 該 当 要 件 問 合 先 

１ 県税 

個人事業税・不動産取

得税・自動車税・自動

車取得税の減免 

災害で被害を受けた

方 

（一定の要件を満た

す方） 

上田地域振興局 

税務課 25-7117 

要り災証明（写しで可） 

２ 
中小企業者経営健全

化支援資金 

災害により被災された

中小企業者への支援資

金 

災害で被害を受けた

中小企業者 

（一定の要件を満た

す方） 

上田地域振興局 

商工観光課 25-7140 

要り災証明（写しで可） 

３ 
災害復興住宅融資 

（補修資金） 

補修に要した費用の満

額（最大で590万円） 

整地費用（最大で380

万円） 

災害により住宅に10

万円以上の被害が生

じた方 

（一定の要件を満た

す方） 

住宅金融支援機構 

0120-086-353 

要り災証明（写しで可） 

４ 生活福祉資金 

住宅の補修、保全、増

築、改築等 

貸付限度額は150万円 

災害により被害を受

けた低所得、高齢者、

障がい者世帯 

（一定の要件を満た

す方） 

長和町社会福祉協議会 

88-3069 
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８－２ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

 

平成28年4月28日現在 

救助の種類 対     象 支出できる費用 費 用 の 限 度 額 期   間 備    考 

避難所設置 現に被害を受け、又は

被害を受けるおそれ

のある者を収容する 

避難所の設置・維持・管

理運営経費(賃金、消耗器

材費、建物の使用謝金、

備品等の使用謝金・購入

費、燃料費) 

（基本額） 

避難所設置費 

 １人１日当たり 320円以内 

（加算額） 

○冬期(10月～３月)加算 

○高齢者等を収容する福祉避

難所を設置した場合は当該

地域の通常実費を加算 

災害発生の日か

ら７日以内 

1 避難所設置費に

は天幕借上、仮設

便所設置費等一切

の経費を含む 

2 輸送費は別途計

上 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊(焼)・流失

し、居住する住家がな

い者で自らの資金で

は住宅を得ることが

できない者 

整地費、建築経費(建築

費・附帯工事費・老人居

宅介護事業等を利用しや

すい構造及び設備を有す

る施設の整備費・賃金・

輸送費・事務費)、リース

料、集会所建築費 

１戸当たり 29.7 ㎡を基準とし

2,660,000 円以内とする 

（集会所設置費） 

基準額以外で別途定める(住宅

50戸以上設置の場合) 

災害発生の日か

ら20日以内着工

→供与期間は工

事完了日から２

年以内 

1 全壊等直接被害

がない場合でも対

象となる場合あり 

2 基準面積及び基

準額は県内総数を

上回らなければ調

整可 

3 実情により輸送

費別途計上 

炊出し、その

他食品の給

与 

○避難所に収容され

た者 

○全半壊(焼)・流失・

床上浸水で炊事の

できない者 

主食費、副食費、燃料費、

雑費(器機使用謝金又は

借上料、消耗品等購入費) 

１人１日当たり 1,110円以内 災害発生の日か

ら７日以内 

1 被災者支給分の

みが対象 

2 輸送費、賃金は別

途計上 

飲料水の供給 現に飲料水(炊事用水

を含む)を得ることが

できない者 

ろ水器等他給水に必要な

機械器具の借上・修繕・

燃料費、浄水用の薬品及

び資材費 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら７日以内 

輸送費、作業員賃金

は、別途計上 

被服、寝具そ

の他生活必

需 品 の 給

（貸）与 

全半壊(焼)、流失床上

浸水、船舶の遭難等に

より被服等生活必需

品を喪失し、直ちに日

常生活を営むことが

困難な者 

被服・寝具、身のまわり

品、炊事用具、日用品、

光熱材料 

別表の範囲内 

災害発生日により限度額を区

分 

夏期(４～９月) 

冬期(10～３月) 

災害発生の日か

ら 10日以内 

1 備蓄物資の価格

は当該地域の時価

による 

2 現物給付に限る 

医療 応急的に医療を必要

とするが、災害により

医療の途を失った者 

診察、薬剤又は治療材料、

処置・手術その他の治

療・施術、病院又は診療

所への収容、看護 

1 救護班 

使用した薬剤治療材料・医療

器具修繕費等の実費 

2 病院・診療所 

国民健康保険の診療報酬の額

以内 

3 施術者 

当該地域における協定料金の

額以内 

災害発生の日か

ら 14日以内 

1 原則、救護班が現

地により処置 

2 救護班では治療

困難な重傷患者等

がある場合又は救

護班の到着を待つ

ことのできない急

迫している場合は

医療機関で処置 

3 患者等の移送費

は別途計上 
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救助の種類 対     象 支出できる費用 費 用 の 限 度 額 期   間 備    考 

助産 災害発生の日以前又

は以後７日以内に分

べんした者であって

災害のため助産の途

を失った者（死産、流

産を含む） 

分娩の介助、分娩前後の

処置、脱脂綿・ガーゼそ

の他の衛生材料 

1 救護班による場合は使用し

た衛生材料等の実費 

2 助産師による場合は慣行料

金の 100分の 80以内の額 

分べんした日か

ら７日以内 

1 救護班のほか助

産婦・産院・一般

医療機関による実

施も可 

2 妊婦等の移送費

は別途計上 

災害にかか

った者の救

出 

○現に生命、身体が危

険な状態にある者 

○生死不明の状態に

ある者 

舟艇その他救出のための

機械器具等の借上費、修

繕費及び燃料費 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら３日以内 

1 明らかに生存し

ている者を除き、

原則４日以降は死

体の捜索として扱

う 

2 輸送費、賃金は別

途計上 

災害にかか

った住宅の

応急修理 

住家が半壊(焼)し、そ

のままでは当面の日

常生活を営むことの

できない者で、自らの

資力により応急処理

をすることができな

い者 

居室・炊事場・便所等日

常生活に不可欠な部分の

最小限度の修理費(原材

料費・労務費・材料輸送

費・工事事務費) 

１世帯当たり 576,000円以内 災害発生の日か

ら１か月以内 

 

学用品の給

与 

住家の全壊(焼)・流

失、半壊(焼)、床上浸

水により学用品を喪

失・毀損し、就学上支

障のある小学校児童

及び中学校生徒(盲・

ろう・養護学校の小学

部児童及び中学部生

徒を含む) 

教科書(検定済のもの)、

教材(教育委員会承認済

のもの) 

実費 災害発生の日か

ら１ヶ月以内 

1 入進学時の場合

は個々の実情に応

じ給与 

2 備蓄物資は評価

額 
文房具、通学用品(運動

靴・カバン・体育着等) 

小学生１人当たり4,300円 

中学生１人当たり4,600円 

高校生１人当たり5,000円 

災害発生の日か

ら15日以内 

埋葬 災害の際死亡した者

の埋葬を実施する者

に支給 

棺(付属品を含む)埋葬

(火葬)料、骨壺・骨箱 

１体当たり 

 大人（12歳以上）210,400円

以内 

 小人（12歳未満）168,300円

以内 

災害発生の日か

ら 10日以内 

風習・宗教等に配慮

する 

死体の捜索 行方不明の状態にあ

り、かつ、各般の事情

により既に死亡して

いると推定される者 

機械器具等の借上費、修

繕費及び燃料費 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら 10日以内 

輸送費、作業員賃金

は、別途計上 

死体の処理 災害に際し死亡した

者の死体に関する処

理 

洗浄、縫合、消毒等 １体当たり3,400円以内 災害発生の日か

ら 10日以内 

１ 検案は原則と

して救護班によ

ること 

２ 輸送費、作業員

賃金は、別途計上 

一時保存 ○既存建物借上 

通常の実費 

○野外仮設 

１体当たり5,300円以内 

○ドライアイス等購入費を要

する場合は当該地域の通常

実費を加算 

検案 当該地域の慣行料金の額以内 
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救助の種類 対     象 支出できる費用 費 用 の 限 度 額 期   間 備    考 

障害物の除

去 

居室、炊事場、玄関等

に障害物が運び込ま

れたため生活に支障

があり、自らの資力に

より応急処理をする

ことができない者 

除去に必要な機械器具等

の借上賃輸送費及び賃金 

１世帯当たり 134,800円以内 災害発生の日か

ら 10日以内 

限度額は市町村内

の平均額が限度額

内であれば調整可。

市町村相互間は調

整不可 

輸送費及び

賃金職員等

雇上費 

1 被災者の避難 

2 飲料水の供給 

3 医療及び助産 

4 被災者の救出 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整理

配分 

輸送又は賃金 当該地域における通常の実費 救助の種類ごと

の実費が認めら

れる期間以内 

 

実費弁償 災害救助法施行令第

10条第１号から第４

号までに規定する者 

(ア) 被災者の避難 

(イ) 医療及び助産にお

ける移送 

(ウ) 被災者の救出 

(エ) 飲料水の供給 

(オ) 死体の捜索 

(カ) 死体の処理 

(キ ) 救済用物資の整

理、配分及び輸送 

当該地域における通常の実費 救助の実施が

認められる期

間以内 

 

時間外勤務手当及

び旅費は別に定め

る額 

 

※費用の限度額については、毎年度改正が行われるので留意すること。 

 

別表（被服寝具その他生活必需品の給（貸）与の費用の限度額） 

区        分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
６人以上１人増

すごとに 

全壊（焼）

流 失 

夏（４月～９月） 18,400円 23,700円 34,900 円 41,800円 53,000 円 7,800円 

冬（10月～３月） 30,400円 39,500円 55,000 円 64,300円 80,900 円 11,100円 

半壊（焼）

床 上浸水 

夏（４月～９月） 6,000円 8,100円 12,100 円 14,700円 18,600 円 2,600円 

冬（10月～３月） 9,800円 12,700円 18,000 円 21,400円 27,000 円 3,500円 
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９ 原子力災害に関する資料 

 

９－１ 原子力防災の基礎用語 

用  語 説          明 

安定ヨウ素剤  原子力施設等の事故に備えて、服用のために調合した放射能をもたないヨウ

素。甲状腺にはヨウ素を取り込み蓄積するという機能があるため、放射線事故

で環境中に放出された放射性ヨウ素が呼吸や飲食により体内に吸収されると、

甲状腺で即座に甲状腺ホルモンに合成され濃集し、甲状腺組織内で放射能を放

出し続ける。その結果放射能による甲状腺障害が起こり、晩発性の障害として

甲状腺腫や甲状腺機能低下症を引き起こすとされている。これらの障害を防ぐ

ためには、被ばくする前に安定ヨウ素剤を服用し甲状腺をヨウ素で飽和してお

く。この処置により、被ばくしても131Iが甲状腺には取り込まれないので、予防

的効果が期待できる。ヨウ素剤の効果は投与時期に大きく依存し、被ばく直前

の投与が最も効果が大きい。 

ＥＡＬ  緊急時対応レベル（Emergency Action Level）。緊急事態の深刻さを検知し、

緊急事態区分を定めるために用いられる特有の事前に定められた観測可能な

基準と施設の状態。 

ＯＩＬ  運用上の介入レベル（Operational Intervention Level）。防護措置導入の

判断に用いられる測定器による測定値、分析結果や計算より求めたレベル。一

般的基準は、線量で表現されていることから、迅速な判断を必要とする状況に

おいては、必ずしも有用とは限らない。このため、緊急時における意思決定を

行うための指標としては、計測可能な判断基準を策定することが必要である。

OILは、このような考え方から設定されるもの。初期段階以降では、モニタリ

ング等の結果を踏まえ、OILに基づき屋内退避、避難、安定ヨウ素剤の予防服

用等の措置を行う。 

屋内退避  原子力災害発生時に、一般公衆が放射線被ばく及び放射性物質の吸入を低減

するため家屋内に退避すること。 

 屋内退避は、通常の生活活動に近いこと、その後の対応指示も含めて広報連

絡が容易であるなどの利点があると同時に、建屋の有する遮へい効果及び気密

性などを考慮すると、防護対策上有効な方法であるとされている。 

オフサイトセンター  緊急事態応急対策拠点施設。原子力緊急事態が発生した場合に現地におい

て、国の原子力災害現地対策本部、地方自治体の災害対策本部などが情報を共

有しながら連携のとれた応急措置等を講じていくための拠点として、あらかじ

め主務大臣が緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）を指定するこ

とになっている。現在全国で21ヵ所暫定指定されている。オフサイトセンター

には、文部科学省及び経済産業省の原子力防災専門官が駐在している。 

外部被ばく  放射線を体の外から受けること。外部被ばくの例として、レントゲン撮影時

のエックス線を受けることがあげられる。 

空間線量率  対象とする空間の単位時間当たりの放射線量。 

原子力規制委員会  原子力規制委員会は、福島第一原子力発電所の事故を受け、規制部門を分離
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用  語 説          明 

して強化することを目的に、平成24年９月19日に環境省の外局に設置された組

織である。 

 原子力規制委員会は委員長と４名の委員で構成され、事務局として原子力規

制庁が設けられている。従来の組織である原子力安全・保安院だけでなく、原

子力安全委員会や文部科学省などが担っていた原子力安全関係の業務（発電用

原子炉や試験研究炉、核物質防護などに関する規制、SPEEDIの運用、放射線モ

ニタリングなど）を一括して行う。 

 当面は、全国の原子力発電所の再稼働の判断や新たな安全基準のほか、事故

発生時の対応、避難の基準などを策定する。原子力発電所の事故などの緊急時

には、技術的、専門的な知見に基づく判断を行い、必要に応じて立ち入り調査

も行う。また、平時の防災対策を強化するため、首相を議長に原子力規制委員

長らを副議長とする原子力防災会議がつくられる。 

シーベルト（Sv）  人体が放射線を受けた時、その影響の程度を測るものさしとして使われる単

位。 

実効線量  身体の放射線被ばくが均一又は不均一に生じたときに、被ばくした臓器・組

織で吸収された等価線量を相対的な放射線感受性の相対値（組織荷重係数）で

加重してすべてを加算したもの。 

等価線量  人体各組織が放射線を被ばくするとき、その組織に対する生物学的効果を勘

案した放射線の線量。等価線量限度は、放射線の確定的影響を考慮し、「しきい

値」を超えることのない線量として、ICRP（国際放射線防護委員会）が勧告し

ている。通常の組織に対しては、職業人に対して500mSv/年と定められている。

一般公衆に対しては、ICRPの1990年勧告では、水晶体に対して15mSv/年、皮膚

に対して50mSv/年としている。 

特定事象  原子力災害対策特別措置法第10条第１項に規定する次の基準又は施設の異

常事象のこと。 

・原子力事業所の境界付近の放射線測定設備により５μSv/h以上の場合 

・排気筒など通常放出場所で、拡散などを考慮した５μSv/h相当の放射性物質

を検出した場合 

・管理区域以外の場所で、50μSv/hの放射線量か５μSv/h相当の放射性物質を

検出した場合 

・輸送容器から１ｍ離れた地点で100μSv/hを検出した場合 

・臨界事故の発生又はそのおそれがある状態 

・原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の喪

失が発生すること、等 

内部被ばく  生体内に取り込まれた放射性物質による被ばく。体内に入った放射性物質

は、全身に均等に分布する場合と特定の１つ又は幾つかの器官あるいは組織に

選択的に吸収される場合がある。体内に取り込まれた放射性物質は、時間の経

過とともに代謝、排泄等によって体外に出ていく。被ばく量は、有効半減期（放

射性物質の壊変と生物学的過程の双方の効果で放射能量が半分になる時間）に

依存する。 

ベクレル(Bq)  放射能の強さを表す単位で、単位時間（１秒間）内に原子核が崩壊する数を

表す。 

放射性物質  放射性核種を含む物質の一般的総称。 
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用  語 説          明 

放射性プルーム  気体状の放射性物質が大気とともに煙のように流れる状態。放射性希ガス、

放射性ヨウ素、ウラン、プルトニウム等が含まれ、外部被ばくや内部被ばくの

原因となる。 

放射線  Ｘ線、γ線などの電磁波（光子）並びにα線、β線、中性子線等の粒子線の

総称。放射線は人間の五感では感じないので、特別の測定器を用いて検出、測

定する。 

放射能  放射性物質が自発的に壊変して放射線を放出する能力。単位は、その放射性

物質に含まれる放射性核種が単位時間に壊変する数であって、毎秒当り１壊変

を１Bq（ベクレル）と定めている。 

予測線量  放射性物質又は放射線の放出量予測、気象情報予測などをもとに、何も防護

対策を講じない場合に、その地点にとどまっている住民が受けると予測される

線量の推定値のこと。個々の住民が受ける実際の線量とは異なる。 
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９－２ 原子力防災の基礎知識（住民啓発用） 

項  目 内        容 

放射能と放射線 ○放射線をだす能力は放射能、放射線をだす物質を放射性物質と呼ぶ。 

○放射能や放射線の量は次のような単位で表す。 

 ・放射能の強さはベクレル（Bq） 

 ・人体への影響はどの程度か（線量当量）はシーベルト（Sv） 

内部被ばくと外

部被ばく 

○内部被ばくとは、放射性物質が含まれる空気や飲食物を吸ったり摂取したりす

ることによって、放射性物質が体の中に入り、体の中から放射線を受けること

である。 

○外部被ばくとは、体の外にある放射性物質から出る放射線を受けることである。 

原子力施設の事

故による被ばく

経路 

○災害が起こった場合、原子力施設から放出された放射性物質は大気に流れ込み、

気体や粒子状の放射性物質を含んだ空気のかたまりになる。これは風下に流れ

込みながら広がっていき、放射性物質の濃度は次第に低くなっていく。風下に

いた場合、放射線による外部被ばくや、呼吸によって体内に取り込まれた放射

性物質からの放射線を受ける内部被ばくの可能性がある。 

日常生活と放射

線 

○私たちの身の回りには、様々な放射線がある。 

 ・宇宙線や大地などからくる放射線は体の外からくるため、これは「外部被ば

く」となる。 

 ・「外部被ばく」に対し、空気を吸ったり食べ物を食べたりしたときには、食べ

物や空気と一緒に放射性物質を飲み込んだり吸い込んだりしている。その結

果放射性物質が体内に取り込まれ、それにより放射線を受けることになる。

これは「内部被ばく」となる。 

○世界の平均では１人当たり１年間に、合計で2.4mSvの自然放射線を受けている

と言われている。これに対して日本平均は１人当たり１年間に合計で1.5mSvと

推定されている。また、日本では自然放射線のほかに放射線を利用した医療診

断によって、国民１人当たり平均で2.25mSvの線量を受けているといわれてい

る。 

体の外から受け

る放射線（外部被

ばく）の防護対策 

○体の外から受ける量を少なくする方法として、以下のことが大切である。 

 ・放射性物質から離れる。 

 ・放射線を受ける時間を短くする。 

 ・放射線を通しにくい建物の中に入る。 

体の中から受け

る放射線（内部被

ばく）の防護対策 

○体の中から受けることから身を守るには、体の中に放射性物質が入らないよう

にマスクをしたり、放射性物質が決められた量より多く入った食べ物や水をと

らない（摂取制限された飲食物を摂取しない）よう気をつける。 

原子力災害が起

こった時には 

○原子力発電所で事故が起こり、発電所の周辺への影響が心配される時には、町

の役場、あるいは県や国からの避難や屋内退避などの指示が出される。事故の

状況に応じて、指示の内容も変わってくるので、注意が必要である。 
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項  目 内        容 

退避する時の注

意点 

○建物の中に退避するときは、以下の点に注意する。 

 ・建物の中に入った時は放射性物質が建物の中に入らないようにドアや窓を閉

め、外から空気を取り込むエアコンや換気扇の使用を控えるなどの対策を取

り、建物の気密性を高める。 

 ・食品に蓋をしたりラップを掛け、放射性物質の汚染を防ぐ。 

 ・手や顔についている放射性物質を落とすため、外から帰って来たら顔や手を

洗う。 

 ・屋内退避を行う場合、木造家屋より放射線がとおりにくいコンクリート建物

への退避指示が行われることもある。 

（出典：文部科学省「放射線副読本」より抜粋） 
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１０ 各種様式 

 

様式第１号（概況速報） 

（表１）                                      長和町 

 概     況     速     報 

災 害 の 名 称  災害発生日時  

報 告 の 時 限  発 受 信 時 刻  

発 信 者 （  ） 受 信 者 （  ） 

 

被 害 の 種 別 
被     害     状     況 

被害地域又は場所 災  害  の  状  況 

人的・住家関係 

  

  

  

  

農 業 関 係   

林 業 関 係   

公共土木施設関係 
  

  

鉄道 

通信 

電力 

水道 

施設関係 

  

  

そ の 他   

応急対策等の活

動状況 

消防職員・消防団

員の出動状況等 
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様式第２号（人的及び住家の被害） 

（表２）                                      長和町 

人 的 及 び 住 家 の 被 害 状 況 報 告（発生・中間・確定） 

災 害 の 名 称  災害発生の日時 月  日  時 

災害発生の場所  

災害報告の時限 月  日  時現在 
発 信 機 関 及 び 
発 信 担 当 者 

 

人 

的 

被 

害 

死 者 人 災
害
の
概
況 

 行 方 不 明 者 人 

負

傷

者 

重 傷 人 

軽 傷 人 の 
原 

因 
災
害
発
生 

 

小 計 人 

計 人 

住 

家 

の 

被 

害 

全 壊 ・ 全 焼 

又 は 流 失 

棟 棟 の 

状 

況 

救
援
措
置 

 

世帯 世帯 

人員 人 

半 壊 又 は 

半 焼 

棟 棟 適
用
の
見
込
み 

災
害
救
助
法 

 

世帯 世帯 

人員 人 

一 部 破 損 

棟 棟 本 
 

部 

災
害
対
策 

名 称  

世帯 世帯 設 置 月  日  時  分 

人員 人 廃 止 月  日  時  分 

床 上 浸 水 

棟 棟 活
動
の
状
況 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

 

世帯 世帯 

人員 人 

床 下 浸 水 

棟 棟 
そ 

の 

他 

消防職員出動延人員 人 

世帯 世帯 消防団員出動延人員 人 

人員 人 
 

非住家の被害（全・半壊） 棟 
 注）１ 「人的被害」欄の「負傷者・重傷」とは、一月以上の治療を要する見込みのものとし、「軽傷」とは、一月未満で治療できる

見込みのものとする。なお、その区分が不明な場合は『調査中』と記載し、負傷者の合計数を「小計」に記載すること。 
   ２ 「住家の被害」欄の「一部破損」とは、住家の損壊程度が半壊に達しない程度のものとすること。 
   ３ 「住家の被害」欄の「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木のたい

積により一時的に居住することができないものとすること。 
   ４ 「住家の被害」欄の「床下浸水」とは、住家が床上浸水に達しない程度のものとすること。 
   ５ 「住家の被害」欄の「棟」とは、一つの独立した建物をいう。なお、主屋に付着している風呂場、便所等は主屋に含めて１

棟とするが、二つ以上の棟が渡り廊下で接続している場合には２棟とすること。 
   ６ 「住家の被害」欄の各被害欄中、棟、世帯、人員欄のいずれかに記載がある場合で、記載された欄以外が不明な場合は『調

査中』と記載すること。 

   ７ 「災害対策本部」欄には、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の規定により設置した災害対策本部について記載
すること。 

   ８ 「ボランティア活動の状況」欄には、ボランティアセンター設置状況（設置の有無及び設置場所等）、ボランティアの活動状

況（受入の有無、派遣の有無等）、その他関連事項を記載すること。 
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様式第２－１号（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）避難状況報告） 

（表２の１）                                  長和町 

災 害 の 名 称  災害発生日時 月   日   時 

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 信 時 刻 月   日   時 

発 信 者  

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、 

避難指示（緊急）の状況 
避 難 施 設 等 の 状 況 

発令日時及び

準備、勧告、

指示の別 

地 区 名 世 帯 数 人 員 
避 難 

施 設 名 

設 置 

地 区 名 

入 所 

世 帯 数 
入所人員 

        

合計     合計     
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様式第３号（社会福祉施設被害）（職業訓練施設被害） 

（表３の１）                                  長和町 

社会福祉施設被害状況報告     

（職業訓練施設被害状況報告）    

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所  

報 告 の 時 限 月   日   時現在 発 受 信 時 刻 日  時  分 

発 信 者 （  ） 受 信 者 （  ） 

施 設 の 種 類 施 設 名 

被        害 

全  壊 流  失 半  壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 

棟数 
被害額 

(千円) 
棟数 

被害額 

(千円) 
棟数 

被害額 

(千円) 
棟数 

被害額 

(千円) 
棟数 

被害額 

(千円) 
棟数 

被害額 

(千円) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

計              

被 害 額 計  （千円） 

中間 

確定 
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様式第５号（農業関係被害） 

（表５の１）                                  長和町 

災

害

名 

 発 生 日 時 月 日 時 分～ 月 日 時 分 発信日時 月  日  時  分 

発 信 機 関 

（発信者） 

 受信機関 

（受信者） 

 

 

 

作 物 名 

被害率30％未満 被害率30％以上 合    計 
主な被害地区及び被害

農 作 物 の 種 類 等 面 積 減 収 量 面 積 減 収 量 面 積 減 収 量 被害金額 

生 
 

産 
 

物 
 

被 
 

害 

水 稲         

麦・雑穀・豆類        

果 樹        

野 菜        

花 き        

特 用 作 物        

桑        

そ の 他        

小 計        

樹

体

被

害 

果 樹         

その他（ ）        

小 計        

計         
 

 

施 設 名 

園  芸  関  係 そ  の  他 合      計 

件 数 
面 積 

（ ㎡ ） 
被害金額 件 数 

面 積 

（ ㎡ ） 
被害金額 件 数 

面 積 

（ ㎡ ） 
被害金額 

施

設

関

係 
建 物          

温室 (ガラス張 )          

プラスチックハウス          

構 築 物          

計          
 

 

種 類 名 被 害 量 被 害 金 額 主な被害地区名 主 な 被 害 品 目 名 

そ

の

他 

家 畜     

畜 産 物     

水産物(寒天含む)     

加工品貯蔵品等     

蚕 繭     

計     

被害農業者(家)数 戸 特別被害農業者(家)数 戸  
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様式第６号（林業関係被害） 

（表６の１）                                  長和町 

林業関係被害状況報告（速報 中間 確定） 

災 害 の 名 称 
 災害発生日時  月  日       

報 告 日 時  月  日  時現在  

内容 

地域 

治山（林地崩壊） 治山施設 林    道 その他 
被害額計 

千円 箇所 
面積 

ha 

被害額 

千円 
箇所 

被害額 

千円 
路線 箇所 

延長 

ｍ 

被害額 

千円 

被害額 

千円 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

摘 要  

前回（ ／ ）までの計  

今 回 報 告 に よ る 計  

差 引  

（注）本表は、森林政策課から危機管理防災課に報告する場合に用いる。 

   地域の欄の左欄を地域振興局、右欄を市町村にする等適宜区分する。 
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様式第７号（土木関係被害） 

（表７の１） 

災  害  総  括  表 

長和町 （単位：千円）  

区  分 

前  回  ま  で  の  報  告  分 今 回 報 告 分 

年 間 の 合 計 自月日 

至月日 

異常気象

名 

自月日 

至月日 

異常気象

名 

自月日 

至月日 

異常気象

名 

自月日 

至月日 

異常気象

名 

自月日 

至月日 

異 常 気 象

名      

箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 

工

事

区

分 

河 川             

道 路             

橋 梁             

計             
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（表７の５） 

市町村別被害報告額調（市町村工事） 

事務所名          （金額単位：千円） 

工
事
名 

今回の報告書（ ／ ～ ／ ） 報  告  累  計 

河 川 道 路 橋 梁 計 河 川 道 路 橋 梁 計 

箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 
箇
所 

金 額 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

計                 

（注）本表は、次の場合に用いるものとする。 

  １ 建設事務所から建設部各課に報告する場合。 

  ２ 建設部各課から河川課に報告する場合。 

  ３ 河川課から危機管理防災課に報告する場合。 
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様式第８号（都市施設被害） 

（表８の１）                                  長和町 

都 市 施 設 被 害 状 況 報 告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 月    日   時 

災害発生場所  

報 告 の 時 限 日    時現在 発 受 信 時 刻 日    時   分 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （     ） 

種別 区    分 か所数 被害面積又は延長等 
被害金額 
（千円） 

復旧金額 
（千円） 

摘 要 

都 

市 

施 

設 

災 

害 

街 路      

都 市 公 園      

都 市 排 水 路      

下
水
道 

公 

共 

排 水 施 設      

ポンプ場施設      

処 理 施 設      

整 

備 

区 

画 

街 路      

公 園 緑 地      

水 路      

防 空 壕 ・ そ の 他      

堆 積 土 砂      

合 計      

建
物
災
害
及
び
損
害
面
積 

区  分 住家(戸) 非住家(戸) 
計

(戸) 
区   分 

面積(h
a) 

摘  要 

全 壊    市街地被害面積   

半 壊    その他被害面積   

流 失    計   

床 上 浸 水    全市街地面積   

床 下 浸 水       

       

状況 
発 火 月  日  時  分 鎮 火 月  日  時  分 被災か所  

風 向  風 速 最 大 ｍ／sec 平 均 ｍ／sec 湿 度 ％ 

焼 

失 

面 

積 

建
物
災
害
及
び 

区  分 住家(戸) 非住家(戸) 計(戸) 区 分 面積(ha) 摘    要 

全 壊    全 市 街 地   

半 壊    被 災 面 積   

計       

備

考 

１ 土地区画整理事業を施行する必要が（ある・ない・不明） 

２ 都市計画との関連（                ） 

 

中間 
確定 
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様式第９号（水道施設被害） 

（表９の１）                                    長和町 

水 道 施 設 被 害 状 況 報 告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 月   日   時 

災 害 発 生 場 所 
 

報 告 の 時 限 月  日  時  現在 発 受 信 時 刻 日   時   分 

発 信 者 （   ） 受 信 者 （   ） 

水 道 の 名 称  給水区域及び現
在 給 水 人 口 

（    戸   人） 

被害給水区域及び
被 害 給 水 人 口 

（    戸   人） 

災 害 の 状 況 
 被害

金額 
千円 

応急措置及び給水
現 状 

 

給  水  応  援 消毒機械及び薬品応援 復旧資材労務応援 技 術 応 援 

緊 
 

急 
 

応 
 

援 
 

の 
 

要 
 

否 

給水車  両／日  ｍ3分 
乾式注入能力 

ｇ／ｈ  機 

  

ろ水器  両／日  ｍ3分 湿式   ｇ／ｈ  機 

  

自衛隊給水班要請／ 

日  ｍ3日間 

簡易滅菌機 

ｇ／ｈ  機 

  

水道から応急給水／ 

日  ｍ3分 

液体塩素 

㎏入   本 

  

日間 

さらし粉高度 

    普通 

500ｇ   本 

  

必要なし 必要なし 

  

中間 
確定 
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様式第１０号（廃棄物処理施設被害） 

（表10の１）                                  長和町 

廃棄物処理施設         被害状況報告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所  

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日  時  分 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

 
被 害 施 設 名    

被 害 の 区 域 及 び 

処 理 人 口 

   

被 害 の 状 況 

   

被 害 額 千円 千円 千円 

応 急 措 置 の 現 況 

   

災 害 救 助 の 有 無 

   

そ の 他 必 要 な 事 項 

   

 

中間 
確定 

ごみ・し尿・ 
下水道終末処理 
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様式第１１号（感染症関係） 

（表11の１）                                  長和町 

感  染  症  関  係  報  告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

災害発生場所  

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日  時  分 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

 

感 
 
 
 
 

染 
 
 
 
 

症 

項目 

 

 

病名 

発  生  患  者  等  数 

備   考 
患 者 疑 似 

無症状 

病原体 

保有者 

計 
う ち 

死 者 

       

       

       

       

       

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

考 

 

 

中間 
確定 
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様式第１２号（医療施設被害） 

（表12の１）                                  長和町 

医 療 施 設 被 害 状 況 報 告       保健所名         

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日   時   分  

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

 

区 分 施 設 名 経営主体 所 在 地 

被 害 の 程 度 

被 害 額 
復 旧に要

す る経費 全 壊 

全 焼 
流 失 

半 壊 

半 焼 
浸 水 その他 

 

 

( 病 院 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(診療所) 

   棟 棟 棟 棟 棟 千円 千円 

合        計  

注：１ 本表は、保健所が管内の各施設の状況を県医療政策課に報告する場合に用いる。 

  ２ 各施設ごとの詳細な被害状況は別葉にして添付すること。 

  ３ 被害施設がへき地出張診療所の場合は、経営主体欄にその旨を記載すること。 

中間 

確定 
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様式第１３号（商工関係被害） 

（表13の１）                                  長和町 

商 工 関 係 被 害 状 況 報 告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所  

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日  時  現在 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

業種区分 

被害区分 
鉱工業 商 業 

サービ

ス 業 
その他 計 

組
合
、
団
体
以
外
の
事
業
所 

建 物 の 被 害 (ア) 

全 

壊 

棟 数（棟）      

損害額(千円)      

半 
壊 

棟 数（棟）      

損害額(千円)      

の
被
害 

そ
の
他 

棟 数（棟）      

損害額(千円)      

土  地  の  被  害  (イ) 損害額(千円)      

(ア)(イ)以外の有形固定資産の被害 損害額(千円)      

製 品 ・ 仕 掛 品 ・ 原 材 料 の 損 害 損害額(千円)      

事業協同組合・商工組合・協業組合の被害 
件 数（件）      

損害額(千円)      

商 工 会 議 所 ・ 商 工 会 の 被 害 
件 数（件）      

損害額(千円)      

小 計 損害額(千円)      

除 雪 、 排 水 等 の 災 害 対 策 に 要 し た 経 費（千円）      

そ の 他 災 害 の 発 生 に よ り 生 じ た 損 害 額（千円）      

損 害 額 総 計（千円）      

被 害 件 数（事業（務）所数）      

注：１ 事業協同組合、商工組合、協業組合の被害とは、中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項の
規定による中小企業団体についての物的被害とする。 

  ２ その他災害の発生により生じた損害額とは季節的商品の出荷遅延による価格の減少額等をいう。 
  ３ 住宅と営業に供している建物とが同一建物である場合は、営業用建物部分についての被害を記入す

るものとする。ただし、被害態様が住宅部分と営業用建物部分とに区分することが困難な場合は、か
っこ外書きにする。 

  ４ 業種区分中の「その他」には指定公共機関及び指定地方公共機関に係る被害を除くものとする。 
  ５ 大企業に関する被害については、内訳（大企業分としてまとめ）を別紙に記載する。 

中間 

確定 
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様式第１４号（観光施設被害） 

（表14の１）                                  長和町 

観 光 施 設 被 害 状 況 報 告     

災 害 の 名 称 
 

災害発生日時 年  月  日  時 

災 害 発 生 場 所 
 

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日  時  分 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

１ 土木施設（遊歩道・つり橋等） 

区 分 

県 工 事 町 工 事 そ の 他 計 

か 所 被 害 額 か 所 被 害 額 か 所 被 害 額 か 所 被 害 額 

道 路 
 千円  千円  千円  千円 

橋 梁 
        

計 
        

２ 一般観光地建物等 

区 分 

県 有 施 設 町 施 設 
国 民 宿 舎 ・ 

旅 館 等 
そ の 他 施 設 計 

件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 

建

物

そ

の

他 

全 壊 
 千円  千円  千円  千円  千円 

半 壊 
          

その他 
          

計 
          

 

 

中間 
確定 
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様式第１５号（教育関係施設被害） 

（表15の１）                                                       長和町 

教 育 関 係 施 設 被 害 状 況 報 告                報告者 

災害の名称  災害発生年月日 年  月  日 災害発生場所  

施設の種別  報告の時限 年  月  日 時現在 発信者  受信者  

 

発受信日時 
災害発生

日時 
施設の名称 

建           物 

工 作 物 

被害金額 

土  地 

被害金額 

設  備 

被害金額 

被 害 額 

合  計 
被害状況 

要  新  築 要補修 計 

全  壊 半  壊 大破以

下金額 
被害金額 

面積 金額 面積 金額 

日 ： 日 ： 
 

㎡ 千円 ㎡ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

注：１ 本表は、すべての教育施設の被害について使用するものであること。 
  ２ 公立小中学校施設の被害の場合で、本年を含む前６年以内に市町村合併があった市町村は、施設の名称欄を二段書とし、学校名の下へ学校所在地 

の旧市町村名を（ ）書で記入すること。 
  ３ 文化財は、国、県の指定分についてのみ記入すること。 
  ４ 本表は、市町村、施設の管理者及び設置者が関係機関に報告する場合に用いる。 

 

中間 
確定 
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様式第１７号（町有財産被害） 

（表17）                                    長和町 

町 有 財 産 被 害 状 況 報 告     

災 害 の 名 称  災害発生日時 年  月  日  時 

報 告 の 時 限 月  日  時現在 発 受 信 時 刻 日  時  分 

発 信 者 （    ） 受 信 者 （    ） 

この報告内容には、他の報告系統によるものはすべて含まれない。 

建 
 
 

物 
 
 

被 
 
 

害 

施設の別 
発 生 数 

（計） 

全  壊 

（流失） 
半  壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 被害額 備 考 

 棟 棟 棟 棟 棟 棟 千円  

         

         

         

         

         

         

         

小 計         

(

町
単
災
の
み
） 

公
共
土
木
施
設
被
害 

種 別 発 生 数 被    害    状    況 被害額 備 考 

河 川 か所  千円  

道 路     

橋 梁     

     

小 計     

そ 
 

の 
 

他 

種 別 発 生 数 被    害    状    況 被害額 備 考 

 か所  千円  

     

     

     

計 － －   

 注：本表は、町から地域振興局に、及び地域振興局から県危機管理防災課に報告する場合に用い

る。 

 

 

中間 
確定 
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様式第１９号（火災） 

 第１号様式（火災） 

第    報  

 

報 告 日 時 年  月  日  時  分 

都 道 府 県  

市 町 村  

報 告 者 名  

 
火 災 種 別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他 

出 火 場 所  

出 火 日 時 
（覚知日時） 

   月  日  時  分  
（  月  日  時  分） 

（鎮圧日時） 
鎮 火 日 時 

（  月  日  時  分） 
   月  日  時  分  

火元の業態・
用 途 

 事 業 所 名 
（代表者氏名） 

 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死者（性別・年齢）   人 

 

負傷者 重 症     人 

    中等症     人 

    軽 症     人 

死者の生じた 

理 由 

 

建 物 の 概 要 
構造          建築面積 

階層          延べ面積 

焼 損 程 度 

焼

損

棟

数 

全 焼 棟 

半 焼 棟 

部分焼 棟 

ぼ や 棟 

計  棟 焼 損 面 積 

建物焼損床面積     ㎡ 

建物焼損表面積     ㎡ 

 林野焼損面積     ａ 

り 災 世 帯 数  気 象 状 況  

消防活動状況 

消防本部（署）     台      人 

消 防 団        台      人 

そ の 他               人 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

 

災害対策本部

等の設置状況 

 

その他参考事項 
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様式第１９号の２（特定の事故） 

 第２号様式（特定の事故） 

第    報  

    １ 石油コンビナート等特別防災区 

     域内の事故 

事故名 ２ 危険物等に係る事故 

    ３ 原子力施設等に係る事故 

    ４ その他特定の事故 

報 告 日 時 年  月  日  時  分 

都 道 府 県  

市 町 村  

報 告 者 名  

 
事 故 種 別 １ 火災 ２ 爆発 ３ 漏えい ４ その他（     ） 

発 生 場 所  

事 業 所 名 
 

特 別 防 災 区 域 
レイアウト第一種、第 
一種、第二種、その他 

発 生 日 時 

（覚知日時） 

  月  日  時  分  

（ 月  日  時  分） 

発 見 日 時 月 日 時 分 

鎮 火 日 時 
（処理完了） 

月 日 時 分 

消防覚知方法  気 象 状 況  

施 設 の 区 分 
１.危険物 ２.指定可燃物 ３.高圧ガス ４.可燃性ガス 
５.毒劇物 ６.ＲＩ等   ７.その他（     ） 

物質名 
 

施 設 の 区 分 １.危険物施設 ２.高危混在施設 ３.高圧ガス施設 ４.その他（    ） 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

施 設 の 概 要  危険物施設の区分  

事 故 の 概 要  

死 傷 者 死者（性別・年齢）    人 

負傷者等          人 
   重 症        人 
   中等症        人 
   軽 症        人 

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及 び 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

警戒区域の設定 

月 日 時 分 

使用停止命令 

月 日 時 分 

出 場 機 関 出 場 人 員 出場資機材 

事
業
所 

自衛防災組織 人  

共同防災組織 人  

そ の 他 人  

消 防 本 部（署） 
台 
人  

消 防 団 
台 
人  

海 上 保 安 庁 人  

自 衛 隊 人  

そ の 他 人  

災害対策本部等
の 設 置 状 況 

 

その他参考事項 
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様式第２１号（被害状況総合） 

（表21の１）被害状況総括                            長和町 

被害状況総括（中間確定   月   日   時現在）   県災害対策本部 県危機管理・消防防災課 

 
災害の名称： 災害対策本部 

の設置状況 

災害救助法の 

適    用 

自衛隊の出動 

状    況 

（概要） 

発 生 日 時： 

発 生 地 域： 

被 害 総 括 

人的被害 
死 者   、行方不明   、計＝      人 

重傷者   、軽 傷 者   、計＝      人 

被害総額 

うち国直轄・公共機関分 

千円（   、   千円） 

（10億）   （百万）   （※印の計） 

 
被 害 者 の 別 発生数 被害額（千円）  被 害 者 の 別 発生数 被害額（千円） 

住家等の

被 害 

棟 
 
 

 
 
 

数 

計 （棟）   都市施設

被 害 

計  （カ所）   

全  壊（棟）      

半  壊（棟）   水道施設

被 害 

計  （施設）   

一部破損（棟）   被 害 給 水 人 口（人）   

床上浸水（棟）   清掃施設 

被 害 

計  （施設）   

床下浸水（棟）      

非住家の全・半壊（棟）   医療施設

被 害 

計  （施設）   

世 
 

帯 
 

お 
 

よ 
 

び 
 

人 
 

員 

計 
世 帯   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

人   

商工関係

被 害 

計   （件）   

全 壊 
世 帯   うち 

建物 

被害 

鉱工業（棟） ▽  

人   商 業（棟） ▽  

半 壊 
世 帯   その他（棟） ▽  

人   うち 製 品・ 原 材料 等   

一部破損 
世 帯   う ち 間 接 被 害   

人   観光施設

被 害 

計  （カ所）   

床上浸水 
世 帯   うち建物被害（カ所） ▽  

人   教育関係

被 害 

計   （ ）   

床下浸水 
世 帯   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

人   県有財産

被 害 

計   （ ）   

農業関係

被 害 

計   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

農作物 
水陸稲（ha）   

町有財産

被 害 

計   （ ）   

   （ha）   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

施      設（件） ▽  うち土木小災害（カ所）   

畜 産  物  等（ ）   社会福祉

施設被害 

計  （施設）   

農      地（ha）   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

農 業 用 施 設（カ所）   国保診療

施設被害 

計  （施設）   

林業関係

被 害 

    計  （カ所）   う ち 建 物 被 害（棟） ▽  

治     山（カ所）   

公益事業

関係被害 

計 ※  

林     道（カ所）   

鉄 道 

不 通 か 所   

そ  の  他   被 害 件 数   

※国直轄分（治・林・他） ※     

公共土木

施設関係

被 害 

    計  （カ所）   
通 信 

不 通 回 線   

河     川（カ所）      

砂     防（カ所）   

電 力 

被 害 か 所   

道     路（カ所）   （停電地区）   

橋 り ょ う（カ所）      

※国直轄分（河・道・橋） ※  
ガ ス 

被 害 か 所   

その他の

被 害 

右 欄 の 計（千円）      

う ち 建 物（▽印の計）   その他    

 


