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４ 救急力の強化 ···································· 88 
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第３ 医療救護活動への備え ······························ 90 

１ 医療救護施設の確保 ······························ 91 

２ 後方医療施設の整備 ······························ 91 

３ 医薬品等の確保 ·································· 94 

４ 医療機関間情報網の整備 ·························· 94 

５ 医療関係者に対する訓練等の実施 ·················· 95 

６ 医療関係団体との協力体制の強化 ·················· 96 

７ 医療ボランティアの確保 ·························· 96 

第４ 被災者支援のための備え ···························· 98 

１ 指定緊急避難場所・指定避難所の指定 ·············· 99 
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 第６ 燃料不足への備え ································· 114 

   １ 燃料の調達、供給体制の整備 ····················· 115 

   ２ 重要施設・災害応急対策車両等の指定 ············· 115 

   ３ 災害応急対策車両専用・優先給油所の指定 ········· 116 

   ４ 平常時の心構え ································· 116 

第４節 防災教育・訓練 ··································· 117 

第１ 防災教育 ········································· 117 

１ 一般県民向けの防災教育 ························· 118 

２ 児童生徒等に対する防災教育 ····················· 120 

１ 出火予防 ······································· 86 

２ 消防力の強化 ··································· 86 

３ 救助力の強化 ··································· 87 

４ 救急力の強化 ··································· 88 

５ 地域の初期消火・救出・応急手当能力の向上 ······· 88 

第３ 医療救護活動への備え ····························· 90 

１ 医療救護施設の確保 ····························· 91 

２ 後方医療施設の整備 ····························· 91 

３ 医薬品等の確保 ································· 94 

４ 医療機関間情報網の整備 ························· 94 

５ 医療関係者に対する訓練等の実施 ················· 95 

６ 医療関係団体との協力体制の強化 ················· 96 

７ 医療ボランティアの確保 ························· 96 

第４ 被災者支援のための備え ··························· 98 

１ 指定緊急避難場所・指定避難所の指定 ············· 99 

２ 食料、生活必需品等の供給体制の整備 ············ 102 

３ 応急給水・応急復旧体制の整備 ·················· 105 

４ 罹災証明書の交付 ······························ 106 

第５ 要配慮者安全確保のための備え ···················· 108 

１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 ················ 109 

２ 在宅要配慮者の救護体制の確保 ·················· 110 

３ 要配慮者の避難所における支援体制の確保 ········ 111 

４ 外国人に対する防災対策の充実 ·················· 111 

 第６ 燃料不足への備え ································ 114 

   １ 燃料の調達、供給体制の整備 ···················· 115 

   ２ 重要施設・災害応急対策車両等の指定 ············ 115 

   ３ 災害応急対策車両専用・優先給油所の指定 ········ 116 

   ４ 平常時の心構え ································ 116 

第４節 防災教育・訓練 ·································· 117 

第１ 防災教育 ········································ 117 

１ 一般県民向けの防災教育 ························ 118 

２ 児童生徒等に対する防災教育 ···················· 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 防災対策要員に対する防災教育 ··················· 120 

第２ 防災訓練 ········································· 122 

１ 総合防災訓練 ··································· 123 

２ 県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 ····· 123 

３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 ··········· 124 

第３ 災害に関する調査研究及び災害教訓の伝承 ··········· 126 

１ 基礎的調査研究 ································· 127 

２ 防災アセスメントの実施 ························· 128 

３ 被害想定調査の実施 ····························· 128 

４ 災害対策に関する調査研究 ······················· 128 

５ 災害教訓の伝承 ································· 129 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 初動対応 ········································· 130 

第１ 職員参集・動員 ··································· 130 

１ 職員の動員配備体制区分の基準及び内容 ··········· 131 

２ 職員の動員・参集 ······························· 133 

第２ 災害対策本部 ····································· 138 

１ 県 ············································· 139 

２ 市町村、指定地方行政機関等 ····················· 154 

３ 国の現地対策本部との連携 ······················· 154 

４ 合同調整所の設置 ······························· 154 

第２節 災害情報の収集・伝達 ····························· 156 

第１ 通信手段の確保 ··································· 156 

１ 専用通信設備の運用 ····························· 157 

２ 代替通信機能の確保 ····························· 157 

３ アマチュア無線ボランティアの活用 ··············· 160 

第２ 災害情報の収集・伝達・報告 ······················· 162 

１ 地震情報の収集・伝達 ··························· 165 

２ 被害概況の把握 ································· 169 

３ 被害情報・措置情報の収集・伝達 ················· 170 

４ 国への報告 ····································· 177 

３ 防災対策要員に対する防災教育 ·················· 121 

第２ 防災訓練 ········································ 122 

１ 総合防災訓練・避難力強化訓練 ·················· 123 

２ 県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 ···· 123 

３ 事業所、自主防災組織及び住民等の訓練 ·········· 124 

第３ 災害に関する調査研究及び災害教訓の伝承 ·········· 126 

１ 基礎的調査研究 ································ 127 

２ 防災アセスメントの実施 ························ 128 

３ 被害想定調査の実施 ···························· 128 

４ 災害対策に関する調査研究 ······················ 128 

５ 災害教訓の伝承 ································ 129 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 初動対応 ········································ 130 

第１ 職員参集・動員 ·································· 130 

１ 職員の動員配備体制区分の基準及び内容 ·········· 131 

２ 職員の動員・参集 ······························ 133 

第２ 災害対策本部 ···································· 138 

１ 県 ············································ 139 

２ 市町村、指定地方行政機関等 ···················· 154 

３ 国の現地対策本部との連携 ······················ 154 

４ 合同調整所の設置 ······························ 154 

第２節 災害情報の収集・伝達 ···························· 156 

第１ 通信手段の確保 ·································· 156 

１ 専用通信設備の運用 ···························· 157 

２ 代替通信機能の確保 ···························· 157 

３ アマチュア無線ボランティアの活用 ·············· 160 

第２ 災害情報の収集・伝達・報告 ······················ 162 

１ 地震情報の収集・伝達 ·························· 166 

２ 被害概況の把握 ································ 170 

３ 被害情報・措置情報の収集・伝達 ················ 172 

４ 国への報告 ···································· 178 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３ 災害情報の広報 ··································· 179 

１ 広報活動 ······································· 181 

２ 報道機関への対応 ······························· 184 

第３節 応援・受援 ······································· 185 

第１ 自衛隊派遣要請の実施及び受入体制の確保 ··········· 185 

１ 自衛隊に対する災害派遣要請 ····················· 186 

２ 自衛隊の判断による災害派遣 ····················· 188 

３ 自衛隊受入体制の確立 ··························· 189 

４ 災害派遣部隊の撤収要請 ························· 191 

５ 経費の負担 ····································· 191 

第２ 応援要請の実施及び受入体制の確保と応急措置の代行 · 192 

１ 応援要請の実施 ································· 193 

２ 応急措置の代行 ································· 196 

３ 応援受入体制の確保 ····························· 196 

４ 消防機関の応援要請の実施及び受入体制の確保 ····· 197 

第３ 他都道府県被災時の応援 ··························· 200 

１ 他都道府県への応援・派遣 ······················· 200 

第４節 被害軽減対策 ····································· 202 

第１ 警備対策 ········································· 203 

１ 警備体制 ······································· 203 

２ 警備実施 ······································· 203 

３ 警備活動に対する援助要求 ······················· 205 

第２ 避難勧告、避難指示（緊急）、誘導 ·················· 207 

１ 避難勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開

始 ················································· 208 

２ 警戒区域の設定 ································· 210 

３ 避難の誘導 ····································· 210 

４ 指定緊急避難場所 ······························· 211 

５ 広域避難（広域一時滞在） ······················· 211 

第３ 緊急輸送 ········································· 213 

１ 緊急輸送の実施 ································· 215 

２ 緊急輸送のための道路の確保 ····················· 215 

第３ 災害情報の広報 ································  180 

１ 広報活動 ······································ 182 

２ 報道機関への対応 ······························ 185 

第３節 応援・受援 ······································ 186 

第１ 自衛隊派遣要請の実施及び受入体制の確保 ·········· 186 

１ 自衛隊に対する災害派遣要請 ···················· 187 

２ 自衛隊の判断による災害派遣 ···················· 189 

３ 自衛隊受入体制の確立 ·························· 190 

４ 災害派遣部隊の撤収要請 ························ 192 

５ 経費の負担 ···································· 192 

第２ 応援要請の実施及び受入体制の確保と応急措置の代行 193 

１ 応援要請の実施 ································ 194 

２ 応急措置の代行 ································ 197 

３ 応援受入体制の確保 ···························· 198 

４ 消防機関の応援要請の実施及び受入体制の確保 ···· 198 

第３ 他都道府県被災時の応援 ·························· 201 

１ 他都道府県への応援・派遣 ······················ 201 

第４節 被害軽減対策 ···································· 203 

第１ 警備対策 ········································ 203 

１ 警備体制 ······································ 204 

２ 警備実施 ······································ 204 

３ 警備活動に対する援助要求 ······················ 207 

第２      避難指示   、誘導 ·················· 208 

１      避難指示   、     高齢者等避難   

 ·············································· 209 

２ 警戒区域の設定 ································ 211 

３ 避難の誘導 ···································· 211 

４ 指定緊急避難場所 ······························ 212 

５ 広域避難（広域一時滞在） ······················ 212 

第３ 緊急輸送 ········································ 214 

１ 緊急輸送の実施 ································ 216 

２ 緊急輸送のための道路の確保 ···················· 216 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 輸送車両、船舶、ヘリコプターの確保 ············· 217 

４ 緊急輸送状況の把握 ····························· 221 

５ 交通規制 ······································· 221 

第４ 消火活動、救助・救急活動、水防活動、海上災害対策活動

 ······················································· 225 

１ 消火活動 ······································· 226 

２ 救助・救急活動 ································· 228 

３ 水害防止活動 ··································· 230 

４ 海上災害対策活動 ······························· 231 

第５ 応急医療 ········································· 234 

１ 応急医療体制の確保 ····························· 235 

２ 応急医療活動 ··································· 237 

３ 後方支援活動 ··································· 239 

第６ 危険物等災害防止対策 ····························· 244 

１ 危険物等流出対策 ······························· 245 

２ 石油類等危険物施設の安全確保 ··················· 246 

３ 高圧ガス及び火薬類取扱施設の安全確保 ··········· 246 

４ 毒劇物取扱施設の安全確保 ······················· 246 

５ 有害物質の漏えい及び石綿飛散防止対策 ··········· 247 

 第７ 燃料対策 ········································· 248 

   １ 連絡体制の確保と情報の収集 ····················· 249 

   ２ 重要施設への燃料の供給 ························· 249 

   ３ 災害応急対策車両への燃料の供給 ················· 249 

   ４ 燃料の確保 ····································· 250 

   ５ 県民への広報 ··································· 250 

第５節 被災者生活支援 ··································· 251 

第１ 被災者の把握等 ··································· 251 

１ 避難者、疎開者、自宅被災者の把握 ··············· 252 

２ 罹災証明書の交付 ······························· 253 

第２ 避難生活の確保、健康管理 ························· 254 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営 ····· 255 

２ 避難所等における生活環境の整備 ················· 258 

３ 輸送車両、船舶、ヘリコプターの確保 ············ 218 

４ 緊急輸送状況の把握 ···························· 222 

５ 交通規制 ······································ 222 

第４ 消火活動、救助・救急活動、水防活動、海上災害対策活動  

 ······················································ 226 

１ 消火活動 ······································ 227 

２ 救助・救急活動 ································ 229 

３ 水害防止活動 ·································· 231 

４ 海上災害対策活動 ······························ 232 

第５ 応急医療 ········································ 235 

１ 応急医療体制の確保 ···························· 236 

２ 応急医療活動 ·································· 238 

３ 後方支援活動 ·································· 240 

第６ 危険物等災害防止対策 ···························· 245 

１ 危険物等流出対策 ······························ 246 

２ 石油類等危険物施設の安全確保 ·················· 247 

３ 高圧ガス及び火薬類取扱施設の安全確保 ·········· 247 

４ 毒劇物取扱施設の安全確保 ······················ 247 

５ 有害物質の漏えい及び石綿飛散防止対策 ·········· 248 

 第７ 燃料対策 ········································ 249 

   １ 連絡体制の確保と情報の収集 ···················· 250 

   ２ 重要施設への燃料の供給 ························ 250 

   ３ 災害応急対策車両への燃料の供給 ················ 250 

   ４ 燃料の確保 ···································· 251 

   ５ 県民への広報 ·································· 251 

第５節 被災者生活支援 ·································· 252 

第１ 被災者の把握等 ·································· 252 

１ 避難者、疎開者、自宅被災者の把握 ·············· 253 

２ 罹災証明書の交付 ······························ 254 

第２ 避難生活の確保、健康管理 ························ 255 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の開設、運営 ···· 256 

２ 避難所等における生活環境の整備 ················ 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）新旧対照表 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 健康管理 ······································· 259 

４ 精神保健、心のケア対策 ························· 260 

第３ ボランティア活動の支援 ··························· 263 

１ ボランティア「受入窓口」の設置・運営 ··········· 264 

２ ボランティア「担当窓口」の設置・機能 ··········· 265 

第４ ニーズの把握・相談窓口の設置・被災者への情報伝達 · 267 

１ ニーズの把握 ··································· 268 

２ 相談窓口の設置 ································· 268 

３ 被災者への情報伝達 ····························· 269 

４ 安否情報の提供 ································· 270 

第５ 生活救援物資の供給 ······························· 271 

１ 食料、生活必需品等の供給 ······················· 272 

２ 応急給水の実施 ································· 275 

第６ 要配慮者安全確保対策 ····························· 278 

１ 社会福祉施設入所者等に対する安全確保対策 ······· 279 

２ 在宅要配慮者に対する安全確保対策 ··············· 280 

３ 外国人に対する安全確保対策 ····················· 281 

第７ 応急教育 ········································· 284 

１ 児童生徒等の安全確保 ··························· 285 

２ 応急教育 ······································· 286 

第８ 帰宅困難者対策 ··································· 288 

１ 各機関の取組 ··································· 288 

  第９ 義援物資対策 ····································· 291 

１ 義援物資の供給 ································· 292 

  第 10 愛玩動物の保護対策 ································ 293 

１ 飼い主不明及び負傷した愛玩動物の保護 ··········· 294 

２ 避難所における動物の適正飼養に係る措置 ········· 294 

第６節 災害救助法の適用 ································· 295 

１ 被害状況の把握及び認定 ························· 296 

２ 救助法の適用基準 ······························· 297 

３ 救助法の適用手続 ······························· 298 

４ 救助法による救助 ······························· 299 

３ 健康管理 ······································ 260 

４ 精神保健、心のケア対策 ························ 261 

第３ ボランティア活動の支援 ·························· 264 

１ ボランティア「受入窓口」の設置・運営 ·········· 265 

２ ボランティア「担当窓口」の設置・機能 ·········· 266 

第４ ニーズの把握・相談窓口の設置・被災者への情報伝達 268 

１ ニーズの把握 ·································· 269 

２ 相談窓口の設置 ································ 269 

３ 被災者への情報伝達 ···························· 270 

４ 安否情報の提供 ································ 271 

第５ 生活救援物資の供給 ······························ 272 

１ 食料、生活必需品等の供給 ······················ 273 

２ 応急給水の実施 ································ 276 

第６ 要配慮者安全確保対策 ···························· 279 

１ 社会福祉施設入所者等に対する安全確保対策 ······ 280 

２ 在宅要配慮者に対する安全確保対策 ·············· 281 

３ 外国人に対する安全確保対策 ···················· 282 

第７ 応急教育 ········································ 285 

１ 児童生徒等の安全確保 ·························· 286 

２ 応急教育 ······································ 287 

第８ 帰宅困難者対策 ·································· 289 

１ 各機関の取組 ·································· 289 

  第９ 義援物資対策 ···································· 292 

１ 義援物資の供給 ································ 293 

  第 10 愛玩動物の保護対策 ······························· 294 

１ 飼い主不明及び負傷した愛玩動物の保護 ·········· 295 

２ 避難所における動物の適正飼養に係る措置 ········ 295 

第６節 災害救助法の適用 ································ 296 

１ 被害状況の把握及び認定 ························ 297 

２ 救助法の適用基準 ······························ 298 

３ 救助法の適用手続 ······························ 299 

４ 救助法による救助 ······························ 300 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

５ 災害対策基金等の管理 ··························· 299 

６ 郵政事業に係る特別取扱い ······················· 299 

第７節 応急復旧・事後処理 ······························· 301 

第１ 建築物の応急復旧 ································· 301 

１ 応急危険度判定 ································· 302 

２ 住宅の応急修理 ································· 303 

３ 応急仮設住宅の提供 ····························· 304 

４ 建築物の応急復旧への支援 ······················· 305 

第２ 土木施設の応急復旧 ······························· 307 

１ 道路の応急復旧 ································· 308 

２ 港湾、漁港の応急復旧 ··························· 309 

３ 鉄道の応急復旧 ································· 309 

４ その他土木施設の応急復旧 ······················· 317 

第３ ライフライン施設の応急復旧 ······················· 319 

１ 電力施設の応急復旧 ····························· 320 

２ 電話施設の応急復旧 ····························· 323 

３ 都市ガス施設の応急復旧 ························· 326 

４ 上水道施設の応急復旧 ··························· 327 

５ 下水道施設の応急復旧 ··························· 329 

第４ 災害廃棄物・防疫・障害物の除去 ··················· 331 

１ 災害廃棄物の処理 ······························· 332 

２ 防疫 ··········································· 335 

３ 障害物の除去 ··································· 337 

第５ 行方不明者等の捜索 ······························· 339 

１ 行方不明者等の捜索 ····························· 340 

２ 遺体の処理 ····································· 340 

３ 遺体の火葬 ····································· 341 

 

第４章 災害復旧・復興対策計画 

第１節 被災者の生活の安定化 ····························· 343 

第１ 義援金の募集及び配分 ····························· 343 

１ 義援金の募集及び受付 ··························· 344 

５ 災害対策基金等の管理 ·························· 300 

６ 郵政事業に係る特別取扱い ······················ 300 

第７節 応急復旧・事後処理 ······························ 302 

第１ 建築物の応急復旧 ································ 302 

１ 応急危険度判定 ································ 303 

２ 住宅の応急修理 ································ 304 

３ 応急仮設住宅の提供 ···························· 305 

４ 建築物の応急復旧への支援 ······················ 306 

第２ 土木施設の応急復旧 ······························ 307 

１ 道路の応急復旧 ································ 308 

２ 港湾、漁港の応急復旧 ·························· 309 

３ 鉄道の応急復旧 ································ 309 

４ その他土木施設の応急復旧 ······················ 318 

第３ ライフライン施設の応急復旧 ······················ 320 

１ 電力施設の応急復旧 ···························· 321 

２ 電話施設の応急復旧 ···························· 324 

３ 都市ガス施設の応急復旧 ························ 327 

４ 上水道施設の応急復旧 ·························· 328 

５ 下水道施設の応急復旧 ·························· 330 

第４ 災害廃棄物・防疫・障害物の除去 ·················· 332 

１ 災害廃棄物の処理 ······························ 333 

２ 防疫 ·········································· 336 

３ 障害物の除去 ·································· 338 

第５ 行方不明者等の捜索 ······························ 340 

１ 行方不明者等の捜索 ···························· 341 

２ 遺体の処理 ···································· 341 

３ 遺体の火葬 ···································· 342 

 

第４章 災害復旧・復興対策計画 

第１節 被災者の生活の安定化 ···························· 344 

第１ 義援金の募集及び配分 ···························· 344 

１ 義援金の募集及び受付 ·························· 345 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２ 委員会の設置 ··································· 344 

３ 義援金の保管 ··································· 344 

４ 義援金の配分 ··································· 344 

第２ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金等の貸付 ······· 346 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資

金の貸付 ··········································· 347 

２ 災害見舞金の支給 ······························· 349 

３ 生活福祉資金の貸付 ····························· 349 

４ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 ····················· 351 

５ 農林漁業復旧資金 ······························· 351 

６ 中小企業復興資金 ······························· 353 

７ 住宅復興資金 ··································· 353 

第３ 租税及び公共料金等の特例措置 ····················· 355 

１ 国税等の徴収猶予及び減免の措置 ················· 355 

２ その他公共料金の特例措置 ······················· 356 

第４ 雇用対策 ········································· 357 

１ 離職者への措置 ································· 358 

２ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 ············· 358 

３ 被災事業主に関する措置 ························· 358 

第５ 住宅建設の促進 ··································· 360 

１ 建設計画の作成 ································· 360 

２ 事業の実施 ····································· 361 

３ 入居者の選定 ··································· 361 

第６ 被災者生活再建支援法の適用 ······················· 362 

１ 被害状況の把握及び被災世帯の認定 ··············· 363 

２ 支援法の適用基準 ······························· 363 

３ 支援法の適用手続 ······························· 364 

４ 支援金の支給額 ································· 365 

５ 支援金支給申請手続 ····························· 365 

６ 支援金の支給 ··································· 366 

  第７ 茨城県被災者生活再建支援補助事業による支援金の支給367 

１ 被害状況の把握及び被災世帯の認定 ··············· 368 

２ 委員会の設置 ·································· 345 

３ 義援金の保管 ·································· 345 

４ 義援金の配分 ·································· 345 

第２ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金等の貸付 ······ 347 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資

金の貸付 ·········································· 348 

２ 災害見舞金の支給 ······························ 350 

３ 生活福祉資金の貸付 ···························· 350 

４ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 ···················· 352 

５ 農林漁業復旧資金 ······························ 352 

６ 中小企業復興資金 ······························ 354 

７ 住宅復興資金 ·································· 354 

第３ 租税及び公共料金等の特例措置 ···················· 356 

１ 国税等の徴収猶予及び減免の措置 ················ 356 

２ その他公共料金の特例措置 ······················ 357 

第４ 雇用対策 ········································ 358 

１ 離職者への措置 ································ 359 

２ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 ············ 359 

３ 被災事業主に関する措置 ························ 359 

第５ 住宅建設の促進 ·································· 361 

１ 建設計画の作成 ································ 361 

２ 事業の実施 ···································· 362 

３ 入居者の選定 ·································· 362 

第６ 被災者生活再建支援法の適用 ······················ 363 

１ 被害状況の把握及び被災世帯の認定 ·············· 364 

２ 支援法の適用基準 ······························ 364 

３ 支援法の適用手続 ······························ 365 

４ 支援金の支給額 ································ 366 

５ 支援金支給申請手続 ···························· 366 

６ 支援金の支給 ·································· 367 

  第７ 茨城県被災者生活再建支援補助事業による支援金の支給368 

１ 被害状況の把握及び被災世帯の認定 ·············· 369 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２ 補助事業の適用基準 ····························· 368 

３ 補助事業の適用手続 ····························· 368 

４ 支援金の支給額 ································· 369 

５ 支援金支給申請手続 ····························· 369 

６ 支援金の支給 ··································· 370 

７ 市町村への補助 ································· 370 

第２節 被災施設の復旧 ····································· 371 

１ 災害復旧事業計画の作成 ························· 372 

２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 ··· 372 

３ 災害復旧事業の実施 ····························· 373 

４ 解体、がれき処理 ······························· 374 

第３節 激甚災害の指定 ····································· 375 

１ 災害調査 ······································· 375 

２ 激甚災害指定の手続 ····························· 378 

第４節 復興計画の作成 ····································· 379 

１ 事前復興対策の実施 ····························· 380 

２ 復興対策本部の設置 ····························· 380 

３ 復興方針・計画の策定 ··························· 381 

４ 復興事業の実施 ································· 381 

 

付編 東海地震の警戒宣言発令時の対応措置計画 

第１章 総則 ············································· 383 

第１節 計画作成の趣旨 ································· 383 

第２節 計画作成の基本方針 ····························· 383 

第２章 防災責任者が実施する事務又は業務の大綱 ··········· 385 

第３章 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置 ···· 392 

第１節 東海地震注意情報等の伝達 ······················· 392 

第２節 警戒体制への準備 ······························· 392 

第３節 警戒宣言、東海地震に関する情報について ········· 392 

第４章 警戒宣言発令時の対応措置 ························· 395 

第１節 警戒宣言、東海地震予知情報、警戒解除宣言の伝達 · 395 

第２節 警戒体制の確立 ································· 397 

２ 補助事業の適用基準 ···························· 369 

３ 補助事業の適用手続 ···························· 369 

４ 支援金の支給額 ································ 370 

５ 支援金支給申請手続 ···························· 370 

６ 支援金の支給 ·································· 371 

７ 市町村への補助 ································ 371 

第２節 被災施設の復旧 ···································· 372 

１ 災害復旧事業計画の作成 ························ 373 

２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 ·· 373 

３ 災害復旧事業の実施 ···························· 374 

４ 解体、がれき処理 ······························ 375 

第３節 激甚災害の指定 ···································· 376 

１ 災害調査 ······································ 376 

２ 激甚災害指定の手続 ···························· 379 

第４節 復興計画の作成 ···································· 380 

１ 事前復興対策の実施 ···························· 381 

２ 復興対策本部の設置 ···························· 381 

３ 復興方針・計画の策定 ·························· 382 

４ 復興事業の実施 ································ 382 

 

付編 東海地震の警戒宣言発令時の対応措置計画 

第１章 総則 ············································ 384 

第１節 計画作成の趣旨 ································ 384 

第２節 計画作成の基本方針 ···························· 384 

第２章 防災責任者が実施する事務又は業務の大綱 ·········· 386 

第３章 東海地震注意情報発表から警戒宣言発令までの対応措置 ··· 393 

第１節 東海地震注意情報等の伝達 ······················ 393 

第２節 警戒体制への準備 ······························ 393 

第３節 警戒宣言、東海地震に関する情報について ········ 393 

第４章 警戒宣言発令時の対応措置 ························ 396 

第１節 警戒宣言、東海地震予知情報、警戒解除宣言の伝達 396 

第２節 警戒体制の確立 ································ 398 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３節 地震防災応急対策の実施 ························· 406 

第４節 住民等のとるべき措置 ··························· 428 

 

第１章 総則 

第１節 地震災害対策計画の概要 

第１ 計画の目的 

 なお、石油コンビナート等災害防止法（昭和 52年法律第 84号）

に基づく鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域に係る災害

対策に関しては、茨城県石油コンビナート等防災計画と、原子力に

関する災害対策に関しては、茨城県地域防災計画（原子力災害対策

計画編）と十分調整を図るものとする。 

 

第２節 茨城県の防災環境 

第２ 社会環境の特性 

２ 人口の見通し 

 本県の人口は、平成 12（2000）年に 299万人となった後、平成 17

（2005）年に 298万人、平成 22年(2010)年に 297万人、平成 27（2015）

年 292万人              と、減少傾向にある。    

 こうした中、東日本大震災以降の 7年間で、本県の人口は 8万人

程度減少しているが、今後の見通しとして、つくばエクスプレス沿

線等を中心に、一定の人口の定着が見込まれる一方で、県全体とし

ては、少子高齢化の影響により人口の自然減少が進むことから、令

和 2（2020）年には、概ね 284万人程度になるものと見込まれる。  

 より長期的には、高齢化が一層進展し、75歳以上人口の割合が高

まっていくことから、人口の自然減少が急激に進み、令和 17（2035）

年には、概ね 245万人から 255万人程度になるものと見込まれる。 

 人口の構成については、令和 17（2035）年には、年少人口の割合

は 10％程度になるとともに、生産年齢人口の割合は 54％程度にまで

低下する一方、高齢者人口の割合は 35％程度にまで上昇し、そのう

ちの約 6割を 75歳以上人口が占めるものと見込まれる。 

 

第３節 茨城県の地震被害 

第１ 地震災害の歴史 

第３節 地震防災応急対策の実施 ························ 407 

第４節 住民等のとるべき措置 ·························· 429 

 

第１章 総則 

第１節 地震災害対策計画の概要 

第１ 計画の目的 

 なお、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号）

に基づく鹿島臨海地区石油コンビナート等特別防災区域に係る災害

対策に関しては、茨城県石油コンビナート等防災計画と、原子力に

関する災害対策に関しては、茨城県地域防災計画（原子力災害対策

計画編）と十分調整を図るものとする。 

 

第２節 茨城県の防災環境 

第２ 社会環境の特性 

２ 人口の見通し 

 本県の人口は、平成 12（2000）年に 299万人となった後、平成 17

（2005）年に 298万人、平成 22年(2010)年に 297万人、平成 27（2015）

年に 292万人、令和２年(2020)年に 287万人と、減少傾向にある。 

 こうした中、東日本大震災以降の 10年間で、本県の人口は 8万人

程度減少しているが、今後の見通しとして、つくばエクスプレス沿

線等を中心に、一定の人口の定着が見込まれる一方で、県全体とし

ては、少子高齢化の影響により人口の自然減少が進むことから、令

和 12（2030）年には、概ね 275万人程度になるものと見込まれる。 

 より長期的には、高齢化が一層進展し、75歳以上人口の割合が高

まっていくことから、人口の自然減少が急激に進み、令和 32（2050）

年には、概ね      255万人程度になるものと見込まれる。 

 人口の構成については、令和 32（2050）年には、年少人口の割合

は 14％程度になるとともに、生産年齢人口の割合は 51％程度にまで

低下する一方、高齢者人口の割合は 35％程度にまで上昇し、そのう

ちの約 6割を 75歳以上人口が占めるものと見込まれる。 

 

第３節 茨城県の地震被害 

第１ 地震災害の歴史 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項修正 

（鹿島地方事務組合

消防本部） 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（統計課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

１ 地震債が愛の歴史 

明治以降の地震（抜粋） 

西 暦 【略】 被 害 摘 要 

2011.3.11 【略】 ・・・住家被害：全壊 2,634棟，半壊

24,995棟，一部損壊 191,490棟 

床上浸水 75棟，床下浸水 624棟（令和

2年 3月 1日） 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 茨城県の地震被害 

第２ 本県に被害をもたらす可能性のある地震 

２ 南海トラフ地震 首都直下地震             

      

(1)南海トラフ 

 中略 

(2)首都直下地震 

 中略 

（新設）                          

 

１ 地震債が愛の歴史 

明治以降の地震（抜粋） 

西 暦 【略】 被 害 摘 要 

2011.3.11 【略】 ・・・住家被害：全壊 2,638棟，半壊

25,056棟，一部損壊 190,491棟 

床上浸水 33棟，床下浸水 610棟（令和

4年 5月 1日） 

 

 

第３節 茨城県の地震被害 

第２ 本県に被害をもたらす可能性のある地震 

２ 南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震  

(1)南海トラフ 

 中略 

(2)首都直下地震 

 中略 

(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 
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時点修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

被害の追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策推進地域等

の検討結果を反映 

（防砂・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

                           

                              

                              

                              

    

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

       

                           

                              

                              

                              

                              

                              

                              

           

 

 

第４節 各機関の業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関  

関東総合通信局 

１ 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営

に関すること 

（新設）                          

        

２ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車 の貸

し出しに関すること 

３ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局

１）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域 

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法第３条第１項の規定に基づき、次の市町村が「日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」に指定されて

いる。 

 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、

常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、

つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、

筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方

市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大

洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、

同郡阿見町、同郡河内町、結城郡八千代町、北相馬郡利根町（３０

市８町２村） 

２）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法第５条の規定に基づく「日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震防災対策推進計画」は、その定められるべき基本事項が、

本地域防災計画地震災害対策計画編及び同津波災害対策計画編に含

まれるため、本地域防災計画地震災害対策計画編及び同津波災害対

策計画編は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画

を兼ねるものとする。 

 

第４節 各機関の業務の大綱 

第３ 指定地方行政機関  

関東総合通信局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関

すること 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支

援に関すること 

３ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸

し出しに関すること 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局
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組織改編 

（関東総合通信局） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を

口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関す

ること 

４ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に

関すること 

 

関東地方整備局 

13 大規模自然災害発生時の各種の技術的支援（「TEC－FORCE」） 

 

  （新設）                       

14 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施。 

 

東京管区気象台（水戸地方気象台） 

４ 市町村長が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザー

ドマップ等の作成に関する技術的な支援・協力に関すること。 

 

第５ 指定公共機関 

東京瓦斯株式会社（地域本部） 

 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 災害対策に携わる組織と情報ネットワークの整備 

第１ 対策に携わる組織の整備 

■対  策 

１ 活動体系の全体像 

(1)県の防災体制の整備 

１）県防災会議 

 県は、災対法第 14条に基づき茨城県防災会議を設置し、地域

防災計画の作成及びその実施促進等を行う。 

 防災会議は、知事を会長とし、防災関係機関の長   又は県

職員のうちから任命された委員をもって組織する。また、委員の

属する機関の職員のうちから幹事を任命し、幹事は委員を補佐す

る。 

                             

の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を

口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関す

ること 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供に

関すること 

 

関東地方整備局 

13 大規模自然災害発生時の TEC－FORCE（緊急災害対策派遣隊）

の派遣。 

14 大規模災害発生時のリエゾン（情報連絡員）の派遣。 

15 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施。 

 

東京管区気象台（水戸地方気象台） 

４ 市町村長が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザー

ドマップ等の作成に関する技術的な支援・協力に関すること。 

 

第５ 指定公共機関 

東京ガスネットワーク株式会社（茨城支社） 

 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 災害対策に携わる組織と情報ネットワークの整備 

第１ 対策に携わる組織の整備 

■対  策 

１ 活動体系の全体像 

(1)県の防災体制の整備 

１）県防災会議 

 県は、災対法第 14条に基づき茨城県防災会議を設置し、地域

防災計画の作成及びその実施促進等を行う。 

 防災会議は、知事を会長とし、防災関係機関の長・職員又は県

職員のうちから任命された委員をもって組織する。また、委員の

属する機関の職員のうちから幹事を任命し、幹事は委員を補佐す

る。 

 なお、男女共同参画部局は、防災担当部局と連携し、防災会議

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な行動を明記 

（関東地方整備局常

陸河川国道事務所） 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

                             

           

 

２）関連する県の防災組織 
① 県災害対策本部 

ウ 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

への女性委員の登用促進や、女性の視点に立った防災・減災のた

めの人材育成を行う。                             

 

２）関連する県の防災組織 
① 県災害対策本部 

ウ 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の視点を踏まえ

た防災対策 

（女性活躍・県民協

働課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

② 県水防本部 

ウ 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)市町村の防災体制整備 

【市町村】 

 市町村は、災対法第 16条に基づき、市町村防災会議を設置し、

それぞれの地域の災害特性及び地域特性に対応した市町村地域

防災計画及び地震災害の特色を考慮した災害対策計画を作成し、

対策推進を行う。                      

                              

       

 

５ 第５次地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

 

② 県水防本部 

ウ 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)市町村の防災体制整備 

【市町村】 

 市町村は、災対法第 16条に基づき、市町村防災会議を設置し、

それぞれの地域の災害特性及び地域特性に対応した市町村地域

防災計画及び地震災害の特色を考慮した災害対策計画を作成し、

対策推進を行う。また、男女共同参画の視点から対策推進を図る

ため、防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組む

ものとする。 

 

５ 第６次地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

茨城県水防計画と整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の視点を踏まえ

た防災対策 

（女性活躍・県民協

働課） 

 

 

 

時点修正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第２ 相互応援体制の整備 

■対  策 

１ 応援要請・受入体制の整備 

(1) 都道府県間の相互応援 

【県（防災・危機管理部）】 

３）応援受入体制の整備 

県は、応援要請後、他都道府県からの応援部隊が効率的に応援

活動を実施できるよう、受入窓口や指揮系統の明確化及びマニュ

アルを整備し、職員への周知徹底を図るとともに、応援部隊の執

務スペースの確保に努める。                 

                              

                              

            また、平常時から協定を締結した都道

府県との間で、訓練、情報交換等を実施しておくものとする。 

 

(2) 市町村間の相互応援 

【市町村】 

２）応援要請体制の整備 

市町村は、災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう、応

援要請手続、情報伝達方法等についてマニュアルを整備し職員へ

の周知徹底を図るとともに、応援部隊の執務スペースの確保に努

める。                           

                              

                           ま

た、平常時から協定を締結した他市町村との間で、訓練、情報交

換等を実施しておくものとする。 

 

(4) 県における県内市町村の応援 

【県（防災・危機管理部）】 

県は、災害時（その後の復旧・復興対策を含む）における市町

村からの応援要請に迅速かつ円滑に対応できるよう、応援要請の

窓口の明確化やその手続等応援体制を整備し、職員への周知徹底

を図るとともに、市町村や民間機関の協力を得て、応援派遣が想

 

第２ 相互応援体制の整備 

■対  策 

１ 応援要請・受入体制の整備 

(1) 都道府県間の相互応援 

【県（防災・危機管理部）】 

３）応援受入体制の整備 

県は、応援要請後、他都道府県からの応援部隊が効率的に応援

活動を実施できるよう、受入窓口や指揮系統の明確化及びマニュ

アルを整備し、職員への周知徹底を図るとともに、応援部隊の執

務スペースの確保に努める。その際、新型コロナウイルス感染症

を含む感染症対策のため、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会

議の活用など、応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保に

配慮するものとする。また、平常時から協定を締結した都道府県

との間で、訓練、情報交換等を実施しておくものとする。 

 

(2) 市町村間の相互応援 

【市町村】 

２）応援要請体制の整備 

市町村は、災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう、応

援要請手続、情報伝達方法等についてマニュアルを整備し職員へ

の周知徹底を図るとともに、応援部隊の執務スペースの確保に努

める。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職

員の執務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。ま

た、平常時から協定を締結した他市町村との間で、訓練、情報交

換等を実施しておくものとする 

 

(4) 県における県内市町村の応援 

【県（防災・危機管理部）】 

県は、災害時（その後の復旧・復興対策を含む）における市町

村からの応援要請に迅速かつ円滑に対応できるよう、応援要請の

窓口の明確化やその手続等応援体制を整備し、職員への周知徹底

を図るとともに、市町村や民間機関の協力を得て、応援派遣が想

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

定される職員リストをあらかじめ作成するとともに、大規模災害

が発生した場合は、「いばらき災害対応支援チーム」として派遣

し、被災市町村（原則として県内）の災害対応を支援するものと

する。                           

                               

 

２ 他都道府県災害時の応援活動のための体制整備 

【県（防災・危機管理部）】 

(1) 応援要請に対応するための体制整備 

県は、被災都道府県より応援要請を受けた場合において、直ち

に派遣の措置が講じられ、かつ日常業務に支障を来さないよう、

支援対策本部、派遣職員のチーム編成、携帯資機材、使用車両、

作業手順等についてマニュアルを整備しておく。その際、職員は

派遣先の被災地において、被災都道府県から援助を受けることの

ないよう、食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うこ

とができる自己完結型の体制とする。             

                              

             また、日常より研修及び訓練の実施

を行っておく。 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 災害対策に携わる組織と情報ネットワークの整備 

第３ 防災組織等の活動体制の整備 

■対  策 

３ ボランティア組織の育成・連携 

(1) 防災ボランティアの定義 
【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、保健福祉部）、関係団体】 
  

 防災ボランティアは、個人の立場で活動するボランティアとＮＰ

Ｏ等の組織化されたボランティアの両者の意味を持つ。このうち、

一般ボランティアと専門ボランティア（医療・防疫、語学、アマチ

ユア無線）については、次の表に示す関係団体等がそれぞれ受入れ、

紹介等に係る調整を行う。 

 

定される職員リストをあらかじめ作成するとともに、大規模災害

が発生した場合は、「いばらき災害対応支援チーム」として派遣

し、被災市町村（原則として県内）の災害対応を支援するものと

する。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

 

２ 他都道府県災害時の応援活動のための体制整備 

【県（防災・危機管理部）】 

(1) 応援要請に対応するための体制整備 

県は、被災都道府県より応援要請を受けた場合において、直ち

に派遣の措置が講じられ、かつ日常業務に支障を来さないよう、

支援対策本部、派遣職員のチーム編成、携帯資機材、使用車両、

作業手順等についてマニュアルを整備しておく。その際、職員は

派遣先の被災地において、被災都道府県から援助を受けることの

ないよう、食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うこ

とができる自己完結型の体制とする。なお、新型コロナウイルス

感染症を含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着

用等を徹底するものとする。また、日常より研修及び訓練の実施

を行っておく。 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 災害対策に携わる組織と情報ネットワークの整備 

第３ 防災組織等の活動体制の整備 

■対  策 

３ ボランティア組織の育成・連携 

(1) 災害ボランティアの定義 
【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、保健医療部、福祉部）、

関係団体】 
 災害ボランティアは、個人の立場で活動するボランティアとＮＰ

Ｏ等の組織化されたボランティアの両者の意味を持つ。このうち、

一般ボランティアと専門ボランティア（医療・防疫、語学、アマチ

ユア無線）については、次の表に示す関係団体等がそれぞれ受入れ、

紹介等に係る調整を行う。 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 一般ボランティアの担当窓口の設置 
【県（保健福祉部）、市町村、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協

議会】 

 

(4) 一般ボランティアの養成・登録 
【県（保健福祉部）、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会】 

1) コーディネート機能の強化 

 県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会は、災害時、それぞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 一般ボランティアの担当窓口の設置 
【県（福祉部）、市町村、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会】 

 

 

(4) 一般ボランティアの養成・登録 
【県（福祉部）、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会】 

1) コーディネート機能の強化 

 県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会は、災害時、それぞ

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

 

組織改編 

（防砂・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

れ、「ボランティア支援本部」、「災害ボランティアセンター」におけ

る、ボランティアの受け入れ、調整、紹介を組織として一元化して

行えるよう、あらかじめ職員への研修の充実や訓練の強化をすると

ともに、関係機関等と共同でマニュアルを作成し、ボランティアの

ニーズへの的確な対応を図るものとする。その際、ボランティア支

援本部及び災害ボランティアセンターが行う業務は次のとおりとす

る。 

 

(5) 防災ボランティア団体との連携 
【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、

県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会】 

 県内のボランティア団体、ボランティア関連団体、ＮＰＯ、企業、

大学等とのネットワーク化を進めるとともに、全国災害ボランティ

ア支援団体ネットワークとの交流等により、災害時における協力体

制を整備する。 

 また、県及び市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日

本赤十字社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、

中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行

う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時において防災ボラ

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も

のとする。さらに、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、

平常時の登録、                   研修制度、

災害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災

ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ

等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・

強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。なお、社会福祉

協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。 

 

(6) 防災ボランティアの活動環境の整備 
【県（県民生活環境部、保健福祉部、教育庁）、市町村、県社会福祉

協議会、市町村社会福祉協議会】 

１）ボランティア活動の普及・啓発 
 災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結びつ

れ、「ボランティア支援本部」、「災害ボランティアセンター」におけ

る、ボランティアの受入れ、調整、紹介を組織として一元化して行

えるよう、あらかじめ職員への研修の充実や訓練の強化をするとと

もに、関係機関等と共同でマニュアルを作成し、ボランティアのニ

ーズへの的確な対応を図るものとする。その際、ボランティア支援

本部及び災害ボランティアセンターが行う業務は次のとおりとす

る。 

 

(5) 災害ボランティア団体との連携 
【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、福祉部）、市町村、県社

会福祉協議会、市町村社会福祉協議会】 

 県内のボランティア団体、ボランティア関連団体、ＮＰＯ、企業、

大学等とのネットワーク化を進めるとともに、全国災害ボランティ

ア支援団体ネットワークとの交流等により、災害時における協力体

制を整備する。 

 また、県及び市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日

本赤十字社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、

中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行

う組織）を含めた連携体制の構築を図り、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も

のとする。さらに、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、

平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修制度、

災害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、  

ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ

等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・

強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。なお、社会福祉

協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。 

 

(6) 災害ボランティアの活動環境の整備 
【県（県民生活環境部、福祉部、教育庁）、市町村、県社会福祉協議

会、市町村社会福祉協議会】 

１）ボランティア活動の普及・啓発 
 災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動に結びつ

 

40 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

文言標記の統一 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

文言の修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

けるため、県民・企業等に対するボランティア活動の普及・啓発を

行うとともに、学校教育においてもボランティア活動の普及に努め

るものとする。 

 また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・

排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活

動の環境整備に努めるものとする。 

 

２）防災ボランティアの活動拠点等の整備 
 災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時か

ら活動拠点の整備に努めるとともに、情報通信手段となる非常時用

電話、ＦＡＸ、パソコン等通信機器等の資機材の整備を進める。 

 

４ 企業防災の促進 

(1) 事業継続計画の策定及び事業継続マネジメントの構築 

【県（各部局）、市町村、企業、商工会、商工会議所】 

（略） 

（新設）                 

                              

                              

                              

     

 

 

第２節 地震に強いまちづくり 

第１ 防災まちづくりの推進 

■対  策 

６ 資料、関連項目 

(2) 関連項目 

 「第３章 第４節 被害軽減対策」第２ 避難勧告、避難指示

（緊急）、誘導 

 

第２ 建築物の不燃化・耐震化等の推進 

■対  策 

４ 防災対策拠点施設の耐震性の確保等 

けるため、県民・企業等に対するボランティア活動の普及・啓発を

行うとともに、学校教育においてもボランティア活動の普及に努め

るものとする。 

 また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・

排出方法等に係る広報・周知を進めることで、災害ボランティア活

動の環境整備に努めるものとする。 

 

２）災害ボランティアの活動拠点等の整備 
 災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時か

ら活動拠点の整備に努めるとともに、情報通信手段となる非常時用

電話、ＦＡＸ、パソコン等通信機器等の資機材の整備を進める。 

 

４ 企業防災の促進 

(1) 事業継続計画の策定及び事業継続マネジメントの構築 

【県（各部局）、市町村、企業、商工会、商工会議所】 

（略） 

【関東運輸局茨城運輸支局・鹿島海事事務所】 

 関東運輸局茨城運輸支局及び鹿島海事事務所は、公共交通・物

流を担う運輸事業者に対して、防災及び事業継続の取組を支援す

るために助言等を行う「運輸防災マネジメント」を推進するもの

とする。 

 

 

第２節 地震に強いまちづくり 

第１ 防災まちづくりの推進 

■対  策 

６ 資料、関連項目 

(2) 関連項目 

 「第３章 第４節 被害軽減対策」第２      避難指

示   、誘導 

 

第２ 建築物の不燃化・耐震化等の推進 

■対  策 

４ 防災対策拠点施設の耐震性の確保等 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（関東運輸局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(1) 県有施設の耐震性の確保等 
【県（防災・危機管理部、保健福祉部、土木部、教育庁、警察本部）】 

 

 

第３ 土木施設の耐震化等の推進 

■対  策 

３ 海岸、河川、砂防、農業用ため池、ダムの耐震化の推進 

(2) 農業用ため池、ダムの耐震化の推進 

【県（農林水産部、土木部）、市町村】 

１）農業用ため池 

 市町村は、受益者の協力のもとに農業用ため池に係る諸元等の

整理を行い、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋

や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある農業用た

め池を防災重点   ため池として位置付け、必要に応じ耐震対

策を進める。 

また、県は、国庫補助制度を最大限に活用し、計画的に耐震対策

が実施できるよう市町村に対して支援を行う。 

 ※ 資料 22-2（防災重点   ため池一覧） 

 

第４ ライフライン施設の耐震化の推進 

■対  策 

３ 都市ガス施設の耐震化 

【東京ガス株式会社、              、東部ガス株

式会社、東日本ガス株式会社】 

 

４ 上水道施設の耐震化 

【県（県民生活環境部）】 

 

第５ 地盤災害防止対策の推進 

■対  策 

４ 造成地災害防止対策の推進 

【県（土木部）、市町村】 

(1) 災害防止に関する指導、監督 
 造成地に発生する災害の防止は都市計画法及び建築基準法におい

(1) 県有施設の耐震性の確保等 

【県（防災・危機管理部、保健医療部、福祉部、土木部、教育庁、

警察本部）】 

 

第３ 土木施設の耐震化等の推進 

■対  策 

３ 海岸、河川、砂防、農業用ため池、ダムの耐震化の推進 

(2) 農業用ため池、ダムの耐震化の推進 

【県（農林水産部、土木部）、市町村】 

１）農業用ため池 

 市町村は、受益者の協力のもとに農業用ため池に係る諸元等の

整理を行い、地震による破損等で決壊した場合の浸水区域に家屋

や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある農業用た

め池を防災重点農業用ため池として位置付け、必要に応じ耐震対

策を進める。 

また、県は、国庫補助制度を最大限に活用し、計画的に耐震対策

が実施できるよう市町村に対して支援を行う。 

 ※ 資料 22-2（防災重点農業用ため池一覧） 

 

第４ ライフライン施設の耐震化の推進 

■対  策 

３ 都市ガス施設の耐震化 

【東京ガス株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、東部ガス株

式会社、東日本ガス株式会社】 

 

４ 上水道施設の耐震化 

【県（政策企画部）】 

 

第５ 地盤災害防止対策の推進 

■対  策 

４ 造成地災害防止対策の推進 

【県（県民生活環境部、農林水産部、土木部）、市町村】 

(1) 災害防止に関する指導、監督 
 造成地に発生する災害の防止は都市計画法及び建築基準法におい

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

69 

 

 

 

 

74 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災重点農業用ため

池に係る防災工事等

の推進に関する特別

措置法と整合を図る

ため 

（農村計画課） 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

組織改編 

（水政課） 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

てそれぞれ規定されている開発許可、建築確認等の審査並びに当該

工事の施工に対する指導、監督を通じて行う。 
 また、巡視等により違法な開発行為の取り締まり、梅雨期や台風

期の巡視強化及び注意の呼びかけを実施する。 

                             

                             

        

 

５ 地盤沈下防止対策の推進 

【県（県民生活環境部、土木部）、市町村】 

 

第６ 危険物等施設の安全確保 

■対策 

３ 毒劇物取扱施設の予防対策 

(1) 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

【県（保健福祉部）】 

 

４ 放射線使用施設の予防対策 

【放射線使用施設の管理者、県（保健福祉部）】 

 

 

第３節 被害軽減への備え 

第１ 緊急輸送への備え 

■対  策 

３ 緊急輸送資機材、車両等の調達体制の整備 

(3) 交通安全施設及び資機材の整備 

【県（警察本部）】 

県は、交通規制が実効あるものとするため、交通情報板、監視テレ

ビカメラ、信号機電源付加装置等の交通安全施設及び資機材の整備

に努める。 

 

第２ 消火活動、救助・救急活動への備え 

■対  策 

４ 救急力の強化 

てそれぞれ規定されている開発許可、建築確認等の審査並びに当該

工事の施工に対する指導、監督を通じて行う。 
 また、巡視等により違法な開発行為の取り締まり、梅雨期や台風

期の巡視強化及び注意の呼びかけを実施する。 

 なお、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確

認された盛土については、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の

是正指導を行う。 

 

５ 地盤沈下防止対策の推進 

【県（政策企画部、土木部）、市町村】 

 

第６ 危険物等施設の安全確保 

■対  策 

３ 毒劇物取扱施設の予防対策 

(1) 毒劇物多量取扱施設に対する指導の強化 

【県（保健医療部）】 

 

４ 放射線使用施設の予防対策 

【放射線使用施設の管理者、県（保健医療部）】 

 

 

第３節 被害軽減への備え 

第１ 緊急輸送への備え 

■対  策 

３ 緊急輸送資機材、車両等の調達体制の整備 

(3) 交通安全施設及び資機材の整備 

【県（警察本部）】 

県は、交通規制が実効あるものとするため、交通流監視カメラ、信

号機電源付加装置等の交通安全施設及び資機材の整備に努める。 

 

 

第２ 消火活動、救助・救急活動への備え 

■対  策 

４ 救急力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

79 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（水政課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

資機材名称の是正 

（県警交通規制課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、医療機関】 

 

第３ 医療救護活動への備え 

■対  策 

１ 医療救護施設の確保 

(1) 医療救護施設の耐震性の確保 

【県（保健福祉部、土木部）、市町村、病院】 

 

(2) ライフライン施設の代替設備の確保 

【県（保健福祉部）、病院】 

 

２ 後方医療施設の整備 

【県（保健福祉部）、病院】 

 

(2) 災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）指定医療機関

の指定 

【県（保健福祉部）】 

 

(3）災害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」という。）の体制整

備 

【県（保健福祉部）】 

 

３ 医薬品等の確保 

(1) 医薬品等の備蓄 

【県（保健福祉部）】 

 

(2) 輸血用血液製剤の確保 

【県（保健福祉部）、茨城県赤十字血液センター】 

 

(3) 医療用ガスの確保 

【県（保健福祉部）】 

 

(4) 医療機器の確保 

【県（保健福祉部）】 

【県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、医療機関】 

 

第３ 医療救護活動への備え 

■対  策 

１ 医療救護施設の確保 

(1) 医療救護施設の耐震性の確保 

【県（保健医療部、土木部）、市町村、病院】 

 

(2) ライフライン施設の代替設備の確保 

【県（保健医療部）、病院】 

 

２ 後方医療施設の整備 

【県（保健医療部）、病院】 

 

(2) 災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）指定医療機関

の指定 

【県（保健医療部）】 

 

(3）災害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」という。）の体制整

備 

【県（福祉部）】 

 

３ 医薬品等の確保 

(1) 医薬品等の備蓄 

【県（保健医療部）】 

 

(2) 輸血用血液製剤の確保 

【県（保健医療部）、茨城県赤十字血液センター】 

 

(3) 医療用ガスの確保 

【県（保健医療部）】 

 

(4) 医療機器の確保 

【県（保健医療部）】 

88 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

93 

 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

４ 医療機関間情報網の整備 

(1) 広域災害医療情報ネットワークの充実 

【県（保健福祉部）、病院】 

 

(2) 県防災通信システムの整備 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）】 

 

(3) 医療機関間連絡網の整備 

【県（保健福祉部、病院）】 

 

５ 医療関係者に対する訓練等の実施 

(3) トリアージ技術等の教育研修 

【国（厚生労働省）、県（保健福祉部）】 

 

(4) ＤＭＡＴの研修 

【国（厚生労働省）、県（保健福祉部）】 

 

（5）ＤＰＡＴの研修 

【国（厚生労働省）、県（保健福祉部）】 

 

(6) 災害医療コーディネーターの研修 

【国（厚生労働省）、県（保健福祉部）】 

 国及び県は、救護班等の派遣等に関する調整体制を強化するため、

災害対策本部保健福祉部及び保健所現地対策班において、救護班等

の派遣調整業務等を行う災害医療コーディネーター、小児・周産期

医療に関して災害医療コーディネーターのサポートを行う災害時小

児周産期リエゾンに対する教育研修や養成研修を推進するものとす

る。 

 

(7) 災害時健康危機管理支援チーム（以下「ＤＨＥＡＴ」という。）   

の研修 

【国（厚生労働省）、県（保健福祉部）】 

 

４ 医療機関間情報網の整備 

(1) 広域災害医療情報ネットワークの充実 

【県（保健医療部）、病院】 

 

(2) 県防災通信システムの整備 

【県（防災・危機管理部、保健医療部、福祉部）】 

 

(3) 医療機関間連絡網の整備 

【県（保健医療部、病院） 

 

５ 医療関係者に対する訓練等の実施 

(3) トリアージ技術等の教育研修 

【国（厚生労働省）、県（保健医療部）】 

 

(4) ＤＭＡＴの研修 

【国（厚生労働省）、県（保健医療部）】 

 

（5）ＤＰＡＴの研修 

【国（厚生労働省）、県（福祉部）】 

 

(6) 災害医療コーディネーターの研修 

【国（厚生労働省）、県（保健医療部）】 

 国及び県は、救護班等の派遣等に関する調整体制を強化するため、

災害対策本部保健医療部及び保健所現地対策班において、救護班等

の派遣調整業務等を行う災害医療コーディネーター、小児・周産期

医療に関して災害医療コーディネーターのサポートを行う災害時小

児周産期リエゾンに対する教育研修や養成研修を推進するものとす

る。 

 

(7) 災害時健康危機管理支援チーム（以下「ＤＨＥＡＴ」という。） 

の研修 

【国（厚生労働省）、県（保健医療部）】 

 

 

 

94 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

６ 医療関係団体との協力体制の強化 

【県（保健福祉部）、市町村、医療関係団体】 

 

７ 医療ボランティアの確保 

【県（保健福祉部）、各医療関係団体】 

 

第４ 被災者支援のための備え 

■基本事項 

２ 留意点 

(5)ニーズに応じた調達・確保 

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

ふまえ、時宣を得た物資の調達に留意するとともに、        

                    、夏期には扇風機

等、冬期には暖房器具、燃料等を含めるなど被災地の現状を考慮

した物資の調達・確保を行う必要がある。 

 

■対  策 

１ 指定緊急避難場所・指定避難所の指定 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

【市町村】 

市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、

地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に応じ、そ

の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所について、必要な

数、規模の施設等をあらかじめ指定する。 

また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合

は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの

災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める

ものとし、あわせて住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

指定緊急避難場所については、地震に伴う津波や火災に対応する

ため、災害に対して安全な構造を有する施設、又は周辺等に災害

が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあ

る物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を

行うことが可能な管理体制等を有するものを指定し、指定緊急避

 

６ 医療関係団体との協力体制の強化 

【県（保健医療部）、市町村、医療関係団体】 

 

７ 医療ボランティアの確保 

【県（保健医療部）、各医療関係団体】 

 

第４ 被災者支援のための備え 

■基本事項 

２ 留意点 

(5)ニーズに応じた調達・確保 

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

ふまえ、時宣を得た物資の調達に留意するとともに、避難所にお

ける感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏期には扇風機等、

冬期には暖房器具、燃料等を含めるなど被災地の現状を考慮した

物資の調達・確保を行う必要がある。 

 

■対  策 

１ 指定緊急避難場所・指定避難所の指定 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

【市町村】 

市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施設等を対象に、

地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性等に応じ、そ

の管理者の同意を得た上で、指定緊急避難場所について、必要な

数、規模の施設等をあらかじめ指定する。 

また、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合

は、日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの

災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める

ものとし、あわせて住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

指定緊急避難場所については、地震に伴う津波や火災に対応する

ため、災害に対して安全な構造を有する施設、又は周辺等に災害

が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそれのあ

る物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の開放を

行うことが可能な管理体制等を有するものを指定し、指定緊急避

 

 

96 
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組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、必要に

応じ、大規模な火事の輻射熱に対して安全な空間とすることに努

めるものとする。 

また、市町村は、災害の想定等により、必要に応じ、近隣の市

町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けるとと

もに、防災マップ等に記載し、住民への周知徹底を図るものとす

る。 

なお、避難勧告等が発令された場合の安全確保措置としては、

指定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、指定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、

「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべき

ことについて、市町村は、日頃から住民等への周知徹底に努める

ものとする。 

(4)避難所の備蓄物資及び設備の整備 

12)マット、簡易ベッド、段ボールベッド           

  

 

２ 食料、生活必需品等の供給体制の整備 

(1) 食料の備蓄並びに調達体制の整備 

１）県の体制整備 

① 公的備蓄 

【県（防災・危機管理部、土木部）】 

ア 備蓄品目 

（イ）生活必需品等 

 毛布、ビニールシート、           簡易トイレ、乳

児・小児おむつ、大人用おむつ、生理用品、トイレットペーパー、

マスク、消毒液等 

③ 国・他都道府県からの調達 

【県（防災・危機管理部、農林水産部）、関東農政局茨城県拠点】 

ア 政府所有の米穀の調達 

県は、救助法が適用され応急食料が必要と認める場合、農林水産

省政策統括官に対し、「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

難場所となる都市公園等のオープンスペースについては、必要に

応じ、大規模な火事の輻射熱に対して安全な空間とすることに努

めるものとする。 

また、市町村は、災害の想定等により、必要に応じ、近隣の市

町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設けるとと

もに、防災マップ等に記載し、住民への周知徹底を図るものとす

る。 

なお、避難指示等が発令された場合の安全確保措置としては、

指定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、指定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、

「近隣の安全な場所」への移動又は「屋内安全確保」を行うべき

ことについて、市町村は、日頃から住民等への周知徹底に努める

ものとする。 

(4)避難所の備蓄物資及び設備の整備 

12)マット、簡易ベッド、段ボールベッド、パーティションテン

ト 

 

２ 食料、生活必需品等の供給体制の整備 

(1) 食料の備蓄並びに調達体制の整備 

１）県の体制整備 

① 公的備蓄 

【県（防災・危機管理部、土木部）】 

ア 備蓄品目 

（イ）生活必需品等 

 毛布、ビニールシート、パーティションテント、簡易トイレ、乳

児・小児おむつ、大人用おむつ、生理用品、トイレットペーパー、

マスク、消毒液等 

③ 国・他都道府県からの調達 

【県（防災・危機管理部、農林水産部）、関東農政局茨城県拠点】 

ア 政府所有の米穀の調達 

県は、救助法が適用され応急食料が必要と認める場合、農林水産

省農産局長に対し、「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
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101 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

感染症対策等に備え

た備蓄物資の追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

感染症対策等に備え

た備蓄物資の追加 

（防災・危機管理課 

 

 

 

 

組織改編 

（産地振興課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

き災害救助用米穀等の緊急引渡しを要請し、必要量を確保する。 

 

３ 応急給水・応急復旧体制の整備 

(2) 応急給水資機材の備蓄及び調達体制の整備 

【県（防災・危機管理部、県民生活環境部、水道事業者等】 

 

５ 資料、関連項目 

(2) 関連項目 

 「第３章 第４節 被害軽減対策」第２ 避難勧告、避難指示

（緊急）、誘導 

 

第５ 要配慮者安全確保のための備え 

■対  策 

１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 

(1) 防災組織体制の整備 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

(2) 緊急応援連絡体制の整備 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、福

祉関係団体】 

 

(3) 社会福祉施設等の耐震性の確保 

【施設等管理者、県（保健福祉部）、市町村】 

 

(4) 防災資機材の整備、食料等の備蓄 

【施設等管理者、県（保健福祉部）、市町村】 

 

(5) 防災教育、防災訓練の実施 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

 

２ 在宅要配慮者の救護体制の確保 

(1) 避難行動要支援者状況把握 

【市町村】 

災害救助用米穀等の緊急引渡しを要請し、必要量を確保する。 

 

３ 応急給水・応急復旧体制の整備 

(2) 応急給水資機材の備蓄及び調達体制の整備 

【県（防災・危機管理部、政策企画部、水道事業者等】 

 

５ 資料、関連項目 

(2) 関連項目 

 「第３章 第４節 被害軽減対策」第２      避難指

示   、誘導 

 

第５ 要配慮者安全確保のための備え 

■対  策 

１ 社会福祉施設等の安全体制の確保 

(1) 防災組織体制の整備 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

(2) 緊急応援連絡体制の整備 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村、福祉関

係団体】 

 

(3) 社会福祉施設等の耐震性の確保 

【施設等管理者、県（福祉部）、市町村】 

 

(4) 防災資機材の整備、食料等の備蓄 

【施設等管理者、県（福祉部）、市町村】 

 

(5) 防災教育、防災訓練の実施 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

 

２ 在宅要配慮者の救護体制の確保 

(1) 避難行動要支援者状況把握 

【市町村】 

 

 

 

 

106 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

109 
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組織改編 

（水政課） 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 市町村は、市町村地域防災計画において、要配慮者のうち自ら

避難することが困難な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とともに、市町村地域

防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、

平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、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、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、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努めるものとする。 

 市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計

画に定めた消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉

協議会、自主防災組織      に対し、避難行動要支援者本

人の同意を得ることにより、または、当該市町村の条例の定めに

より、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、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

を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要

な措置を講じるものとする。 

                              

                              

                              

               

 

(2) 災害時の情報提供、緊急通報システムの整備 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(3) 相互協力体制の整備 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

(4) 防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

 市町村は、市町村地域防災計画において、避難行動要支援者名

簿及び個別避難計画に基づき、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とともに、市

町村地域防災計画に基づき、防災担当部局と福祉担当部局との連

携の下、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し、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、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、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生

じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報

の適切な管理に努めるものとする。 

 市町村は、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災計

画に定めた消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉

協議会、自主防災組織、地域医師会に対し、避難行動要支援者本

人の同意を得ることにより、または、当該市町村の条例の定めに

より、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、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

を一層図るものとする。その際、名簿情報の漏えいの防止等必要

な措置を講じるものとする。 

 なお、地区防災計画が定められている地区において、個別避難

計画を作成する場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努

めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な運用が

図られるよう努めるものとする。 

 

(2) 災害時の情報提供、緊急通報システムの整備 

【県（福祉部）、市町村】 

 

(3) 相互協力体制の整備 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

(4) 防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難行動要支援者の

避難行動支援に関す

る取組指針の改正 

（茨城県医師会） 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

３ 要配慮者の避難所等における支援体制の確保 

(1) 災害派遣福祉チーム（以下「DWAT」という。）の研修 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

 

第４節 防災教育・訓練 

第１ 防災教育 

■対  策 

１ 一般県民向けの防災教育 

【県（防災・危機管理部）、市町村、防災関係機関】 

(1) 普及啓発すべき内容 

 県、市町村、防災関係機関は、               

                     住民に対し、地域 

のハザードマップや災害時のシミュレーション結果等を示しな 

がらその危険性を周知させるとともに、災害による人的被害を軽 

減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏まえ、警 

報等や避難勧告等の意味と内容の説明のほか、以下の事項につい 

て普及・啓発を図るものとする。 

１）「自助」「共助」の推進 

（新設）      

                              

                              

                              

               

                              

                           

          

                              

                         

２）緊急地震速報 

○緊急地震速報（警報）の実施及び実施基準等 

 気象庁は、地震動により重大な災害が起こるおそれのある場合は、

強い揺れが予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表す

る。 

３ 要配慮者の避難所等における支援体制の確保 

(1) 災害派遣福祉チーム（以下「DWAT」という。）の研修 

【県（福祉部）、市町村】 

 

 

第４節 防災教育・訓練 

第１ 防災教育 

■対  策 

１ 一般県民向けの防災教育 

【県（防災・危機管理部）、市町村、防災関係機関】 

 (1) 普及啓発すべき内容 

 県、市町村、防災関係機関は、専門家（風水害においては気象

防災アドバイザー等）の知見も活用しながら、住民に対し、地域

のハザードマップや災害時のシミュレーション結果等を示しな

がらその危険性を周知するものとする。また、災害による人的被

害を軽減する方策は、住民等の避難行動が基本となることを踏ま

え、警報等や避難指示等の意味と内容の説明のほか、以下の事項

について普及・啓発を図るものとする。 

１）「自助」「共助」の推進 

⑧ 適切な避難行動 

避難行動への負担感、過去の被災経験などを基準した災害に

対する危険性の認識、正常性バイアス等を克服し、避難行動を

取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること。 

⑨ 避難場所・避難経路の確認 

平時において、指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホ

テル・旅館等の避難場所、避難経路等を確認しておくこと。 

⑩ 被災状況の記録 

家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写

真を撮影するなど、生活の再建に資する行動を促す。 

２）緊急地震速報 

○緊急地震速報（警報）の実施及び実施基準等 

 気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の

揺れが予想された場合に、震度４以上または長周期地震動階級３

以上が予想される地域に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。   

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

 

 

 

 

118 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（関東森林管理局） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の明確化 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

また、これを報道機関等の協力を求めて住民等へ周知する。なお、

震度６弱以上            の揺れを予想した緊急地震

速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。 

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点

で観測された地震波を解析することにより、地震の強い揺れが来る

前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。ただし、

震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。 

 

 

 

２ 児童生徒等に対する防災教育 

【県（教育庁）、市町村】 

(1) 児童生徒等に対する防災教育 

（新設）                          

                              

      

 

第２ 防災訓練 

■基本事項 

３ 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対  策 

１ 総合防災訓練 

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】 

(2) 訓練参加機関 

 県内の市町村、防災関係機関のできるだけ多くの機関の参加を

   これを報道機関等の協力を求めて住民等へ周知する。なお、

震度６弱以上または長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震

速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。 

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点

で観測された地震波を解析することにより、地震の強い揺れが来る

前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報である。このた

め、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおいて、震源に

近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に合わないことがあ

る。 

 

２ 児童生徒等に対する防災教育 

【県（教育庁）、市町村】 

(1) 児童生徒等に対する防災教育 

４）自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）に

よる危険を理解するため、避難訓練等を通して必要な知識の習得

に努める。 

 

第２ 防災訓練 

■基本事項 

３ 体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対  策 

１ 総合防災訓練・避難力強化訓練 

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】 

(2) 訓練参加機関 

自主防災組織、ボランティア組織、事業所、要配慮者を含めた、

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の明確化 

（水戸地方気象台） 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（保健体育課） 

 

 

 

 

 

新たな訓練方法の追

加 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

新たな訓練方法に基

づく記載 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

呼びかけ、県及び市町村等が主催して実施する。 

 その他、自主防災組織、ボランティア組織、事業所、要配慮者

を含めた一般県民の参加も広く呼びかけるとともに、応援の派

遣、受入を中心とした他県との合同の訓練も含め実施する。 

 

２ 県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 

 (1) 避難訓練 

１）市町村による避難訓練 

 地震時における避難勧告及び立退き等の円滑、迅速、確実を期

するため、市町村が中心となり警察、消防及びその他の関係機関

の参加のもと、自主防災組織及び事業者や要配慮者も含めた住民

の協力を得て毎年１回以上実施するものとする。 

 

第３ 災害に関する調査研修及び災害教訓の伝承 

３ 被害想定調査の実態 

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】 

(1) 県下全域を対象とした被害想定の実施 

 災害に関する総合的な被害想定調査は、災害対策を具体化するた

めの目標を設定するために有効であり、県、市町村、防災関係機関

で協力し、実施していくものとする。このため、特に、あらかじめ

震源の特定が困難である直下の地震については、県及び各市町村の

中枢機能に与える影響の想定を行う必要があり、県下全域を対象と

した想定調査を推進する。 

(2) 地震被害予測システムの構築 

 地震被害想定の過程をコンピューターシステム化することによ

り、通常時の防災訓練や災害対策立案支援、計測震度計とのリンク

による震後の即時地震被害予測への活用を図る。 

(3) 継続的な見直しの実施 

 被害想定の手法及び結果については、社会状況の変化等に応じる

ため、原則として１０年ごとに見直しを図るものとする。 

 

５ 災害教訓の伝承 

【国（国土地理院関東地方測量部）、県（各部局）、市町村、住民】 

 国（国土地理院関東地方測量部）、県、市町村は、過去に起こった

できるだけ多くの地域住民の参加を呼びかけるとともに、警察や

消防などの防災関係機関と協力し、県及び市町村等が主催して実

施する。 

 

 

２ 県、市町村及び防災関係機関等が実施する訓練 

(1) 避難訓練 

１）市町村による避難訓練 

 地震時における避難指示及び立退き等の円滑、迅速、確実を期

するため、市町村が中心となり警察、消防及びその他の関係機関

の参加のもと、自主防災組織及び事業者や要配慮者も含めた住民

の協力を得て毎年１回以上実施するものとする。 

 

第３ 災害に関する調査研修及び災害教訓の伝承 

３ 被害想定調査の実態 

【県（各部局）、市町村、防災関係機関】 

(1) 県下全域を対象とした被害想定の実施 

 災害に関する総合的な被害想定調査は、災害対策を具体化するた

めの目標を設定するために有効であり、県、市町村、防災関係機関

で協力し、実施していくものとする。このため、特に、あらかじめ

震源の特定が困難である直下の地震については、県及び各市町村の

中枢機能に与える影響の想定を行う必要があり、県下全域を対象と

した想定調査を推進する。 

                

                              

                              

                     

(2) 継続的な見直しの実施 

 被害想定の手法及び結果については、社会状況の変化等に応じる

ため、原則として１０年ごとに見直しを図るものとする。 

 

５ 災害教訓の伝承 

【国（国土地理院関東地方測量部）、県（各部局）、市町村、住民】 

 国（国土地理院関東地方測量部）、県、市町村は、過去に起こった

 

 

 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用廃止 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

大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

できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。

また、        災害に関する石碑やモニュメント等 の持

つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大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

できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。

また、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）の持

つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言追記 

（国土地理院関東地

方測量部） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 初動対応 

第１ 職員参集・動員 

■対  策 

１ 職員の動員配備態勢区分の基準及び内容 

 職員配備の決定基準は県内での地震の揺れの規模、津波の予報、

災害の状況等により次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 初動対応 

第１ 職員参集・動員 

■対  策 

１ 職員の動員配備態勢区分の基準及び内容 

 職員配備の決定基準は県内での地震の揺れの規模、津波の予報、

災害の状況等により次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の有識者検討会の

検討結果の反映 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

付表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表（抜粋） 
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組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２ 職員の動員・参集 

(2) 職員の動員 

１）動員の伝達系統 

 動員伝達系統を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の動員・参集 

(2) 職員の動員 

１）動員の伝達系統 

 動員伝達系統を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（関東農政局茨城県

拠点） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２）動員の伝達手段 

① 勤務時間中における動員の伝達 

イ 使送による伝達 

(ｱ) 庁内放送及び庁内電話が使用出来ない場合は、動員班長は、班

員の使送により、次の動員伝達担当課を通じ各部長に動員の伝達を

する。伝達先は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）動員の伝達手段 

① 勤務時間中における動員の伝達 

イ 使送による伝達 

(ｱ) 庁内放送及び庁内電話が使用出来ない場合は、動員班長は、班

員の使送により、次の動員伝達担当課を通じ各部長に動員の伝達を

する。伝達先は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第２ 災害対策本部 

■対  策 

１ 県 

(1) 総合防災体制 

 県防災会議は、本県の地域に係る総合防災体制の中核として防

災関係機関等との連絡調整をはかり、総合的、効果的な応急対策

の実施を推進するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)設置基準 

１）災害警戒本部設置基準 

災害警戒本部は、次の場合に設置する。 

① 県内震度で震度５強を記録した場合であって、防災・危機管理

部長が必要と認めたとき 

② 津波警報が発表された場合であって、防災・危機管理部長が必

要と認めたとき 

③「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合で

あって、防災・危機管理部長が必要と認めたとき 

第２ 災害対策本部 

■対  策 

１ 県 

(1) 総合防災体制 

 県防災会議は、本県の地域に係る総合防災体制の中核として防

災関係機関等との連絡調整をはかり、総合的、効果的な応急対策

の実施を推進するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設置基準 

１）災害警戒本部設置基準 

災害警戒本部は、次の場合に設置する。 

① 県内震度で震度５強を記録した場合であって、防災・危機管理

部長が必要と認めたとき 

② 津波警報が発表された場合であって、防災・危機管理部長が必

要と認めたとき 

③ 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合

であって、防災・危機管理部長が必要と認めたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の有識者検討会の

検討結果の反映 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

（新設）                           

                     

④ その他防災・危機管理部長が必要と認めた場合 

 

(3) 組織 

１）災害警戒本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表された場合であっ

て、防災・危機管理部長が必要と認めたとき 

⑤ その他防災・危機管理部長が必要と認めた場合 

 

(3) 組織 

１）災害警戒本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２）災害対策本部 

(1) 組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）災害対策本部 

(1) 組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

誤字修正 

（営業企画課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編、脱字修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

（教育庁総務課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(5) 本部の設置 

２）災害対策本部室及び災害対策室の設営配置 

＜本部室の配置区分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 本部の設置 

２）災害対策本部室及び災害対策室の設営配置 

＜本部室の配置区分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

〔災害対策本部設置の場合〕 

災害対策本部室                県庁舎６階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔災害対策本部設置の場合〕 

災害対策本部室                県庁舎６階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

149 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

〔災害警戒本部設置の場合〕 

災害対策本部室                県庁舎６階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔災害警戒本部設置の場合〕 

災害対策本部室                県庁舎６階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）新旧対照表 

48 

 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第２節 災害情報の収集・伝達 

第２ 災害情報の収集・伝達・報告 

■基本事項 

３ 活動項目リスト 

(1) 地震情報の収集・伝達 

１）地震情報の収集 

 １）南海トラフ地震に関する情報 

・・・気象庁では、この境界   沿いでマグニチュード 6.8以

上の地震が発生した場合や東海地域      に設置された

ひずみ計に有意な変化を観測した場合 に「南海トラフ沿いの地

震に関する評価検討会」を開催し、検討会において大規模な地震

の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価される場合

等に「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情

報 が発表される。 

 

「南海トラフ地震に関する情報の名称及び発表条件」 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震 臨情報  

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワー

ドを付記する条件 

 情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報

（調査中）等の形で情報発表します。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から 

５～３０分程度 

調整中 下記のいずれかにより臨時に「南海トラ

フ沿いの地震に関する評価検討会」を開

催する場合 

○監視領域内※１でマグネチュード 6.8

以上※２の地震※３が発生 

○・・・ 

 

 

 

第２節 災害情報の収集・伝達 

第２ 災害情報の収集・伝達・報告 

■基本事項 

３ 活動項目リスト 

(1) 地震情報の収集・伝達 

１）地震情報の収集 

 １）南海トラフ地震に関する情報 

・・・気象庁では、この南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8以

上の地震が発生した場合や東海地域から四国地域に設置された

ひずみ計に有意な変化を観測した場合等に「南海トラフ沿いの地

震に関する評価検討会」を開催し、検討会において大規模な地震

の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価される場合

等に「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説情

報」が発表される。 

 

「南海トラフ地震に関する情報の名称及び発表条件」 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報  

 

「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワー

ドを付記する条件 

 情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報

（調査中）」等の形で情報発表します。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から 

５～３０分程度 

調整中 下記のいずれかにより臨時に「南海トラ

フ沿いの地震に関する評価検討会」を開

催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード 6.8

以上※２の地震※３が発生 

○・・・ 

○その他、想定震源域内のプレート境界

の固着状態の変化を示す可能性のある

現象が観測される等、南海トラフ地震と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（気象庁） 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

（気象庁） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

地震発生等から

最短で２時間後 

巨大地震警

戒 

○想定震源区域内のプレート境界にお

いて、モーメントマグネチュード※４

８．０以上の地震が発生した場合 

巨大地震注

意 

○監視領域内※１において、モーメント

マグネチュード※４ 

７．０以上の地震※３発生したと評価し

た場合〔巨大地震警戒 

に該当する場合は除く〕 

○・・・ 

調査完了 ○〔巨大地震警戒〕、〔巨大地震注意〕の

いずれも当てはまらない現象を評価し

た場合 

 

（新設）                          

                              

                              

                              

            

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                   

                              

                              

                   

 

                             

（新設）  

の関連性の検討が必要と認められる現

象を観測 

地震発生等から

最短で２時間後 

巨大地震警

戒 

○想定震源区域内のプレート境界にお

いて、モーメントマグニチュード※４

８．０以上の地震が発生した場合 

巨大地震注

意 

○監視領域内※１において、モーメント

マグニチュード※４ 

７．０以上の地震※３発生したと評価し

た場合〔巨大地震警戒 

に該当する場合は除く〕 

○・・・ 

調査完了 ○〔巨大地震警戒〕、〔巨大地震注意〕の

いずれも当てはまらない現象と評価し

た場合 

 

 ２) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する情報 

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震とは、房総半島の東方沖から

三陸海岸の東方沖を経て択捉島の東方沖までの日本海溝及び千島海

溝並びにその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源と

する大規模な地震である。 

 その中で、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想

定震源域及びその領域に影響を与える外側のエリアでMw7.0以上の

地震が発生した場合、気象庁において一定精度のMwを推定（地震発

生後15分～２時間程度）し、情報発信の条件を満たす先発地震であ

ると判断でき次第、内閣府・気象庁合同記者会見が開かれ、「北海道・

三陸沖後発地震注意情報」が発信される。 

 当該情報が発表された場合には、先発地震発生後１週間の間は、

防災対応をよびかける期間として、国の呼びかけに応じて、県及び

市町村等は住民に対して呼びかけを行う。 

 

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する情報の名称及び発表条件」 

情報名 情報発表条件 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正・誤字修正 

（気象庁） 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

（気象庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の有識者検討会の

検討結果を反映 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

  

 

 

■対  策 

１ 地震情報の収集・伝達 

【県（防災・危機管理部）、市町村、防災関係機関】 

 県、市町村、防災関係機関は、気象庁から発せられた     収

集・伝達し、最終的に住民に伝える。 

 

(1)地震情報の収集 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 震度 3以上 地震発生後 1分半後

に、震度３以上を観

測した地域名（全国

を約１９０地域に区

分）と地震の揺れの

発現時刻を速報 

北海道・三陸沖後発地震注意情

報 

〇 北海道の根室沖から東北地

方の三陸沖の巨大地震の想定

震源域及びその領域に影響を

与える外側のエリアでMw7.0以

上の地震が発生した場合 

〇 想定震源域の外側で Mw7.0

以上の地震が発生した場合は、

地震の Mwに基づき想定震源域

への影響が評価され、影響を与

えるものであると評価された

場合 

 

 

■対  策 

１ 地震情報の収集・伝達 

【県（防災・危機管理部）、市町村、防災関係機関】 

 県、市町村、防災関係機関は、気象庁から発せられた地震情報を

収集・伝達し、最終的に住民に伝える。 

 

(1)地震情報の収集 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 震度 3以上 地震発生後 1分半後

に、震度３以上を観

測した地域名（全国

を約１８８地域に区

分）と地震の揺れの

検知時刻を速報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

時点修正 

（気象庁） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

震源・震度に関する

情報 

以下の何れかを満

たした場合 

・震度 3以上 

・大津波警報、津波

警報又は津波注意

報発表時 

・若干の海面変動が

予想される場合 

・緊急地震速報(警

報)を発表した場合 

地震の発生場所（震

源）やその規模（マ

グニチュード）、震

度３以上の地域名

と市町村名を発表 

震度５弱以上と考

えられる地域で、震

度を入手していな

い地点がある場合

には、その市町村名

を発表 

各地の震度に関す

る情報 

震度 1以上 震度１以上を観測

した地点のほか、地

震の発生場所（震

源）やその規模（マ

グニチュード）を発

表震度５ 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

合には、その地点名

を発表 

          

       

          

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

震源・震度に関する

情報 

以下の何れかを満

たした場合 

・震度 3以上 

・大津波警報、津波

警報又は津波注意

報発表時 

・若干の海面変動が

予想される場合 

・緊急地震速報(警

報)を発表した場合 

地震の発生場所（震

源）やその規模（マ

グニチュード）、震

度３以上の地域名

と市町村ごとの観

測した震度を発表 

震度５弱以上と考

えられる地域で、震

度を入手していな

い地点がある場合

には、その市町村名

を発表 

各地の震度に関す

る情報 

震度 1以上 震度１以上を観測

した地点のほか、地

震の発生場所（震

源）やその規模（マ

グニチュード）を発

表震度５弱以上と

考えられる地域で、

震度を入手してい

ない地点がある場

合には、その地点名

を発表 

長周期地 震動に関

する観測情報 

長周期地震動階級３

以上 

高層ビル内での被害

の発生可能性等につ

いて、地震の発生場

所（震源）やその規

模（マグニチュー

ド）、地域ごと及び地

点ごとの長周期地震

動階級等を発表（地

震発生から約 10分

後に気象庁ホームペ

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（気象庁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の追加 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

        

         

  

         

         

         

         

         

         

         

         

       

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

(2) 地震情報の伝達 

１）水戸地方気象台からの伝達系統 

       地震情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

(2) 情報収集伝達の方法 

 被害情報、措置情報の収集伝達は、原則として災害情報共有シ

ージ上に掲載）。 

遠地地震に関する情

報 

国外で発生した地震

について以下のいず

れかを満たした場合

等・マグニチュード

7.0以上・都市部等、

著しい被害が発生す

る可能性がある地域

で規模の大きな地震

を観測した場合 

地震の発生時刻、発

生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュ

ード）を概ね 30分以

内に発表。日本や国

外への津波の影響に

関しても記述して発

表。 

 

 

(2) 地震情報の伝達 

１）水戸地方気象台からの伝達系統 

        地震情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被害情報・措置情報の収集・伝達 

(2) 情報収集伝達の方法 

 被害情報、措置情報の収集伝達は、原則として災害情報共有シ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁「地域防災計

画標準的な記載例」

との整合を図るため 

（水戸地方気象台） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

ステムを利用して行う。 

 なお、報告すべき内容の主なものは、次のとおりである。 

１）被害状況 ２）人的被害状況   ３）災害対策本部設置

状況 

４）避難所状況   ５）避難勧告、避難指示（緊急）、避難準

備・高齢者等避難開始発令状況 

６）道路規制情報 

 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 災害情報の広報 

■対  策 

１ 広報活動 

【県（総務部、防災・危機管理部、営業戦略部）、市町村、報道

機関、防災関係機関】 

ステムを利用して行う。 

 なお、報告すべき内容の主なものは、次のとおりである。 

１）被害状況 ２）人的被害状況   ３）災害対策本部設置

状況 

４）避難所状況   ５）     避難指示   、    

  高齢者等避難  発令状況 

６）道路規制情報 

 

(5) 被害種類別の情報収集・伝達方法 

４）情報収集・伝達系統４（ライフライン被害） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 災害情報の広報 

■対  策 

１ 広報活動 

【県（総務部、防災・危機管理部、営業戦略部）、市町村、報道

機関、防災関係機関】 

 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

組織改編 

（水政課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(1) 広報内容 

１）被災地住民に対する広報内容 

 県、市町村、防災関係機関は、被災地の住民の行動に必要な以

下の情報を優先的に広報する。 

 また、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や

字幕付き放送、文字放送等によるものとする。 

① 火災防止の呼びかけ（通電火災の防止、ガスもれの警戒、放

火警戒等） 

② 避難勧告等の出されている地域及び内容 

③ 流言、飛語の防止の呼びかけ 

④ 治安状況、犯罪防止の呼びかけ 

⑤ 近隣の助け合いの呼びかけ 

⑥ 公的な避難所、救護所の開設状況 

⑦ 電気・電話・ガス・上下水道の被害状況、復旧状況 

⑧ 鉄道、バスの被害状況、運行状況 

⑨ 救援物資、食料、水の配布等の状況 

⑩ し尿処理、衛生に関する情報 

⑪ 被災者への相談サービスの開設状況 

⑫ 死体の安置場所、死亡手続き等の情報 

⑬ 臨時休校等の情報 

⑭ ボランティア組織からの連絡 

⑮ 全般的な被害状況 

⑯ 防災関係機関が実施している対策の状況 

２）被災地外の住民に対する広報内容 

 県、市町村、防災関係機関は、被災地外の住民に対して、被災

地での応急対策が円滑に行われるようにするための協力の呼び

かけを中心に広報を行う。この際、聴覚障害者に対する広報は、

正確でわかりやすい文書や字幕付き放送等によるものとする。ま

た、必要に応じて、被災地住民向けの情報と同様の内容について

も広報する。 

① 避難勧告等の出されている地域及び内容 

② 流言・飛語の防止の呼びかけ 

③ 治安状況、犯罪防止の呼びかけ 

 

(1) 広報内容 

１）被災地住民に対する広報内容 

 県、市町村、防災関係機関は、被災地の住民の行動に必要な以

下の情報を優先的に広報する。 

 また、聴覚障害者に対する広報は、正確でわかりやすい文書や

字幕付き放送、文字放送等によるものとする。 

① 火災防止の呼びかけ（通電火災の防止、ガスもれの警戒、放

火警戒等） 

② 避難指示等の出されている地域及び内容 

③ 流言、飛語の防止の呼びかけ 

④ 治安状況、犯罪防止の呼びかけ 

⑤ 近隣の助け合いの呼びかけ 

⑥ 公的な避難所、救護所の開設状況 

⑦ 電気・電話・ガス・上下水道の被害状況、復旧状況 

⑧ 鉄道、バスの被害状況、運行状況 

⑨ 救援物資、食料、水の配布等の状況 

⑩ し尿処理、衛生に関する情報 

⑪ 被災者への相談サービスの開設状況 

⑫ 死体の安置場所、死亡手続き等の情報 

⑬ 臨時休校等の情報 

⑭ ボランティア組織からの連絡 

⑮ 全般的な被害状況 

⑯ 防災関係機関が実施している対策の状況 

２）被災地外の住民に対する広報内容 

 県、市町村、防災関係機関は、被災地外の住民に対して、被災

地での応急対策が円滑に行われるようにするための協力の呼び

かけを中心に広報を行う。この際、聴覚障害者に対する広報は、

正確でわかりやすい文書や字幕付き放送等によるものとする。ま

た、必要に応じて、被災地住民向けの情報と同様の内容について

も広報する。 

① 避難指示等の出されている地域及び内容 

② 流言・飛語の防止の呼びかけ 

③ 治安状況、犯罪防止の呼びかけ 
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法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

(2) 広報手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）Ｌアラートの活用 

市町村は、避難勧告等を発令又は解除した場合及び避難所を開

設又は閉鎖した場合、Ｌアラートに迅速・確実に情報を送信する

ものとする。 

なお、庁舎の被災等、特段の事情により市町村が上記の情報送

信を実施することができない場合は、当該市町村に代わり県が実

施するものとする。 

 

第３節 応 援 ・受 援 

第１ 自衛隊派遣要請の実施及び受入体制の確保 

 

(2) 広報手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）Ｌアラートの活用 

市町村は、避難指示等を発令又は解除した場合及び避難所を開

設又は閉鎖した場合、Ｌアラートに迅速・確実に情報を送信する

ものとする。 

なお、庁舎の被災等、特段の事情により市町村が上記の情報送

信を実施することができない場合は、当該市町村に代わり県が実

施するものとする。 

 

第３節 応 援 ・受 援 

第１ 自衛隊派遣要請の実施及び受入体制の確保 

 

  

  

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

■対  策 

１ 自衛隊に対する災害派遣要請 

(4) 災害派遣の活動範囲 

 自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、災害の状況、

他の救援機関等の活動状況、要請内容、現地における部隊等の人員、

装備等によって異なるが、通常、次に示すものとする。 

項目 内容 

炊 飯 及 び 給 水 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

 

第２ 応援要請の実施及び受入体制の確保と応急措置の代行 

■基本事項 

２ 留意点 

                              

                              

                              

    

 

■対  策 

３ 応援受入体制の確保 

(3)経費の負担 

応援に要した費用は次に掲げるとし、原則として応援を受けた地

方公共団体の負担とする。 

                              

                              

                              

                          

 

第３ 他都道府県被災時の応援 

■対  策 

１ 他都道府県への応援・派遣 

(3) 応援の実施 

支援対策本部は、収集した被害情報等に基づき応援の決定を行

い、被災都道府県への職員の派遣、物資の供給等の応援を実施す

■対  策 

１ 自衛隊に対する災害派遣要請 

(4) 災害派遣の活動範囲 

 自衛隊が災害派遣時に実施する救援活動の内容は、災害の状況、

他の救援機関等の活動状況、要請内容、現地における部隊等の人員、

装備等によって異なるが、通常、次に示すものとする。 

項目 内容 

給 食 及 び 給 水 被災者に対し、給食及び給水を実施する。 

 

第２ 応援要請の実施及び受入体制の確保と応急措置の代行 

■基本事項 

２ 留意点 

(5)国及び地方公共団体は、感染症対策のため、職員の派遣に当

たっては派遣職員の健康管理やマスクの着用等を徹底するもの

とする。また、応援職員の受入れの際は適切な空間の確保に配慮

する。 

 

■対  策 

３ 応援受入体制の確保 

(3)経費の負担 

応援に要した費用は次に掲げるとし、原則として応援を受けた地

方公共団体の負担とする。 

なお、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助

の調整事務について、社会福祉協議会等が設置する災害ボランテ

ィアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅

費を災害救助法の国庫負担の対象とすることができる。 

 

第３ 他都道府県被災時の応援 

■対  策 

１ 他都道府県への応援・派遣 

(3) 応援の実施 

支援対策本部は、収集した被害情報等に基づき応援の決定を行

い、被災都道府県への職員の派遣、物資の供給等の応援を実施す

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

る。その際、職員は派遣先において援助を受けることのないよう、

食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うことができる

自己完結型の体制とする。                  

                              

         

 

第４節 被害軽減対策         

第１ 警備対策 

■基本事項 

３ 活動項目リスト 

(2) 警備実施 

７）死体見分及び検視の実施 

８）被災者 への情報の発信 

（新設） 

 

 

■対  策 

２ 警備実施 

(3) 避難誘導等 

１）避難勧告、避難指示（緊急）時の措置 

 市町村長が避難勧告又は避難指示（緊急）を行ったときは、被

災地及びその周辺の災害危険箇所等の現状を把握した上で、安全

な避難経路を選定し、市町村及び消防の職員等と連携及び協力の

上、避難誘導、広報等を実施する。 

 また、避難のための立退きを行うことにより、かえって危険を

伴う場合は、屋内安全確保に関する措置を考慮すること。 

 

 

３）災害危険箇所における災害発生時の措置 

   災害危険箇所等について、災害発生が予想されるときは、

市町村対策本部等に連絡し、避難勧告等の発令を促す。 

 

(4) 二次災害の防止 

  二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努め、把

る。その際、職員は派遣先において援助を受けることのないよう、

食料、衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うことができる

自己完結型の体制とする。また、新型コロナウイルス感染症を含

む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底

するものとする。 

 

第４節 被害軽減対策         

第１ 警備対策 

■基本事項 

３ 活動項目リスト 

(2) 警備実施 

７）死体見分及び検視    

８）被災者等への情報の発信 

９）感染防止対策 

 

 

■対  策 

２ 警備実施 

(3) 避難誘導等 

１）     避難指示   時の措置 

 市町村長が      避難指示   を行ったときは、被災

地及びその周辺の災害危険箇所等の現状を把握した上で、安全な

避難経路を選定し、市町村及び消防の職員等と連携及び協力の

上、避難誘導、広報等を実施する。 

 また、避難のための立退きを行うことにより、かえって危険が

及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めると

きは、緊急安全確保に関する措置を考慮すること。 

 

３）災害危険箇所における災害発生時の措置 

   災害危険箇所等について、災害発生が予想されるときは、

市町村対策本部等に連絡し、避難指示等の発令を促す。 

 

(4) 二次災害の防止 

  二次災害の発生のおそれのある危険場所等の把握に努め、把
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防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（県警警備課） 

 

 

 

 

 

法改正 

（県警警備課） 
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（県警警備課） 
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（県警警備課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

握した危険場所等については、速やかに市町村対策本部等に連絡

し、避難勧告等の発令を促す。 

 

(7) 死体の見分及び検視 

 

（新設）      

                              

                 

 

第２ 避難勧告、避難指示（緊急）、誘導         

■基本事項 

１ 趣 旨 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、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、市町村長等は関係機関の協力を得て、「避難勧告」及び「避

難指示（緊急）」のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的

な避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行

動に時間を要する者に対して、早めの段階で「避難準備・高齢者

等避難開始」の伝達を行い、また安全に誘導して未然に被害をく

い止めるものとする。 

 

２ 留意点 

(1) 迅速かつ的確な情報収集 

 避難の勧告又は指示の決定に際して必要な情報を、迅速かつ的確

に収集する。災害時にはこれらの情報は市町村よりも消防や警察に

集まりやすいため、これらの関係機関の連携を密にして情報の遺漏

がないようにする必要がある。 

 

３ 活動項目リスト 

(1) 避難勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開始 

１）避難が必要となる災害 

２）避難の勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開

始 

３）避難勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開始

握した危険場所等については、速やかに市町村対策本部等に連絡

し、避難指示等の発令を促す。 

 

(7) 死体 見分及び検視 

 

(9) 感染防止対策 

 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健 

康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

第２      避難指示   、誘導         

■基本事項 

１ 趣 旨 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、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、市町村長等は関係機関の協力を得て、        「避

難指示   」のほか、一般住民に対して避難準備及び自主的な

避難を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動

に時間を要する者に対して、早めの段階で「     高齢者等

避難  」の伝達を行い、また安全に誘導して未然に被害をくい

止めるものとする。 

 

２ 留意点 

(1) 迅速かつ的確な情報収集 

 避難の    指示の決定に際して必要な情報を、迅速かつ的確

に収集する。災害時にはこれらの情報は市町村よりも消防や警察に

集まりやすいため、これらの関係機関の連携を密にして情報の遺漏

がないようにする必要がある。 

 

３ 活動項目リスト 

(1)     避難指示   、     高齢者等避難   

１）避難が必要となる災害 

２）      避難指示   、     高齢者等避難  

  

３）     避難指示   、     高齢者等避難   
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文言の整理 

（県警警備課） 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

の内容 

４）避難措置の周知 

 

■対  策 

１ 避難勧告、避難指示（緊急）、避難準備・高齢者等避難開始 

(1) 避難が必要となる災害 

地震発生後、被害の拡大要因となる災害としては次のようなもの

がある。これらについては十分な警戒を行い、積極的な情報収集

に努め、適切な避難勧告・避難指示（緊急）を伝達する。 

 また、必要に応じ、避難準備・高齢者等避難開始を適切に出す

ように努める。 

 

(2) 避難の勧告、避難指示（緊急）、避難準備高齢者等避難開始 

【市町村長及び水防管理者】 

 市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、津波、洪水、高潮

等の事態が発生し、又は発生するおそれがあり、住民の生命、身

体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速や

かに立退きの勧告又は指示を行うものとする。 

また、市町村長は、必要に応じ、立退きの勧告又は指示の前の

段階で、住民に立退きの準備又は立退きに時間を要する者に対し

て立退きを適切に促すよう努める。 

なお、市町村は、避難勧告又は避難指示（緊急）を行う際に、

国又は県に必要な助言を求めることができる。 

市町村は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、        

                              

       平常時から災害時における優先すべき業務を絞

り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するな

ど、全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 

【警察官及び海上保安官】 

 警察官及び海上保安官は、地震に伴う災害の発生により、住民

の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合において、市町村

長が指示できないと認めるとき、又は市町村長から要求があった

とき、若しくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認

の内容 

４）避難措置の周知 

 

■対  策 

１     、避難指示、   、    ・高齢者等避難   

(1) 避難が必要となる災害 

地震発生後、被害の拡大要因となる災害としては次のようなもの

がある。これらについては十分な警戒を行い、積極的な情報収集

に努め、適切な    避難指示   を伝達する。 

  また、必要に応じ、     高齢者等避難  を適切に出

すように努める。 

 

(2)      避難指示   、    高齢者等避難   

【市町村長及び水防管理者】 

 市町村長及び水防管理者は、火災、崖崩れ、津波、洪水、高潮

等の事態が発生し、又は発生するおそれがあり、住民の生命、身

体に危険を及ぼすと認めるときは、危険地域の住民に対し、速や

かに立退きの    指示を行うものとする。 

また、市町村長は、必要に応じ、立退きの    指示の前の

段階で、住民に立退きの準備又は立退きに時間を要する者に対し

て立退きを適切に促すよう努める。 

なお、市町村は、      避難指示を行う   際に、国

又は県に必要な助言を求めることができる。 

市町村は、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、必要に応じ

て専門家（風水害においては気象防災アドバイザー等）の技術的な

助言の活用や、平常時から災害時における優先すべき業務を絞り

込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、

全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。 

 

【警察官及び海上保安官】 

 警察官及び海上保安官は、地震に伴う災害の発生により、住民

の生命、身体に危険を及ぼすおそれがある場合において、市町村

長が指示できないと認めるとき、又は市町村長から要求があった

とき、若しくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認
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（防災・危機管理課） 
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合を図るため 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

めるときは、直ちに当該地域住民に対し       立退き  

         を指示するものとする。 

 

【県、指定行政機関、指定地方行政機関】 

１）知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対し、

速やかに立退きの勧告又は指示を行うものとする。 

２）知事又はその委任を受けた職員は、地震に伴う津波の襲来及

び地すべりにより著しく危険が切迫していると認められるとき

は、危険な区域の住民に対して立退きを指示するものとする。 

３）県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、避難勧告等の発

令基準の策定を支援するなど、市町村の防災体制確保に向けた支

援を行うとともに、市町村から求めがあった場合には、避難指示

（緊急）又は避難勧告の対象地域、判断時期等について助言する

ものとする。また、県は、時機を失することなく避難勧告等が発

令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。 

(3) 避難勧告・避難指示（緊急）・避難準備・高齢者等避難開始

の内容 

 避難の勧告又は避難指示（緊急）及び避難準備・高齢者等避難

開始は、次の内容を明示して実施するものとする。 

１）要避難（準備）対象地域 

２）避難先及び避難経路 

３）避難勧告又は避難指示（緊急）及び避難準備・高齢者等避難

開始の理由 

４）その他必要な事項 

(4) 避難措置の周知 

 避難勧告又は避難指示（緊急）を実施した者及び避難準備・高

齢者等避難開始を出した者は、当該地域の住民に対してその内容

を周知させるとともに、速やかに関係機関に対して連絡する。 

１）住民への周知徹底 

 避難勧告又は避難指示（緊急）を実施した者及び避難準備・高

齢者等避難開始を出した者は、速やかにその旨を住民に対して周

知する。また、避難の必要がなくなった場合も、速やかに周知す

る。この場合、文書（点字版を含む）や掲示板による周知を行う

めるときは、直ちに当該地域住民に対し、避難のための立退き又

は緊急安全確保措置を指示するものとする。 

 

【県、指定行政機関、指定地方行政機関】 

１）知事は、災害の発生により市町村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、危険地域の住民に対し、

速やかに立退きの    指示を行うものとする。 

２）知事又はその委任を受けた職員は、地震に伴う津波の襲来及

び地すべりにより著しく危険が切迫していると認められるとき

は、危険な区域の住民に対して立退きを指示するものとする。 

３）県、指定行政機関及び指定地方行政機関は、避難指示等の発

令基準の策定を支援するなど、市町村の防災体制確保に向けた支

援を行うとともに、市町村から求めがあった場合には、避難指示                      

          の対象地域、判断時期等について助言する

ものとする。また、県は、時機を失することなく避難指示等が発

令されるよう、市町村に積極的に助言するものとする。 

(3)     避難指示    ・     高齢者等避難  

の内容 

        避難指示    及び     高齢者等避難 

  は、次の内容を明示して実施するものとする。 

１）要避難（準備）対象地域 

２）避難先及び避難経路 

３）      避難指示   及び     高齢者等避難 

  の理由 

４）その他必要な事項 

(4) 避難措置の周知 

       避難指示   を実施した者及び     高

齢者等避難  を出した者は、当該地域の住民に対してその内容

を周知させるとともに、速やかに関係機関に対して連絡する。 

１）住民への周知徹底 

       避難指示   を実施した者及び     高

齢者等避難  を出した者は、速やかにその旨を住民に対して周

知する。また、避難の必要がなくなった場合も、速やかに周知す

る。この場合、文書（点字版を含む）や掲示板による周知を行う
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（県警警備課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

こととし、視聴覚障害者への周知徹底を期するとともに、情報の

混乱を防止する。 

                              

                   

 

２）関係機関相互の連絡 

 避難勧告又は避難指示（緊急）、及び解除を行った者は、その

旨を関係機関に連絡し、現場での情報混乱を未然に防止する。 

また、避難勧告等の解除に当たっては、十分に安全性の配慮に努

めるものとする。 

 

２ 警戒区域の設定 

(2) 警戒区域設定の周知 

 警戒区域の設定を行った者は、避難の勧告又は指示と同様に、

住民への周知及び関係機関への連絡を行う。 

 

３ 避難の誘導 

(1) 避難誘導の方法 

【市町村職員、警察官、消防職員等】 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                

 

４ 指定緊急避難場所 

【市町村】 

 市町村は、発災時（災害が発生するおそれがある場合を含む。）

には、避難準備・高齢者等避難開始の発令等とあわせて指定緊急

避難場所等を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 

 

こととし、視聴覚障害者への周知徹底を期するとともに、情報の

混乱を防止する。 

また、高齢者等以外の者に対して、必要に応じて、普段の行動

を見合わせ始めることについて周知する。 

 

２）関係機関相互の連絡 

       避難指示    及び解除を行った者は、その旨

を関係機関に連絡し、現場での情報混乱を未然に防止する。 

また、避難指示等の解除に当たっては、十分に安全性の配慮に努

めるものとする。 

 

２ 警戒区域の設定 

(2) 警戒区域設定の周知 

 警戒区域の設定を行った者は、避難の    指示と同様に、

住民への周知及び関係機関への連絡を行う。 

 

３ 避難の誘導 

(1) 避難誘導の方法 

【市町村職員、警察官、消防職員等】 

７）保健所は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療

養者等の被災に備えて、平常時から、防災担当部局（管内の市町

村の防災担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に

基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行う

よう努めること。また、市町村の防災担当部局との連携の下、自

宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うとと

もに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた

情報を提供するよう努めること。 

 

４ 指定緊急避難場所 

【市町村】 

 市町村は、発災時（災害が発生するおそれがある場合を含む。）

には、     高齢者等避難  の発令等とあわせて指定緊急

避難場所等を開放し、住民等に対し周知徹底を図るものとする。 
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記述の追加 

（防災・危機管理課） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（感染症対策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正 

（住宅課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

第３ 緊急輸送 

■対 策 

２ 緊急輸送のための道路の確保 

(5) 緊急通行車両の通行の確保 

【県（警察本部）】 

 県公安委員会は、         緊急通行車両以外の車両

の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管理者等に対

し、緊急通行車両の通行を確保するための区間を指定、放置車両

や立ち往生車両等の移動等について要請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 緊急輸送 

■対 策 

２ 緊急輸送のための道路の確保 

(5) 緊急通行車両の通行の確保 

【県（警察本部）】県 

県公安委員会は、緊急交通路を指定し緊急通行車両以外の車両

の通行禁止等を行うため必要があるときは、道路管理者等に対

し、                       放置車両

や立ち往生車両等の移動等の措置について要請するものとする。 
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文言の整理 

（県警交通規制課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

 

３ 輸送車両、船舶、ヘリコプターの確保 

(3) 緊急通行車両の確認（緊急通行車両標章及び証明書の交付） 

様式第４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 輸送車両、船舶、ヘリコプターの確保 

(3) 緊急通行車両の確認（緊急通行車両標章及び証明書の交付） 

様式第４（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（鹿島地方事務組合

消防本部） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第５ 応急医療 

■基本事項 

２ 留意点 

(1) 地域レベルでの災害対策の強化 

 保健医療行政の第一線機関である保健所は、地域の医療機関、医

師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、消防本部、市町村等の関

係機関と連携し、災害時における各関係機関からの情報を収集する

とともに、県災害対策本部保健福祉部等と連携を図りながら、医療

救護チームの配置調整等を行う必要がある。 

 

■対  策 

１ 応急医療体制の確保 

(1) 初動体制の確保 

【県（保健福祉部）、市町村、医療関係者等】 

 

(2) 対策本部及び現地対策班の設置 

【県（保健福祉部）】 

 県は、県保健福祉部長を本部長とする県災害対策本部保健福祉部

を設置し、本庁各課長は茨城県災害対策本部条例施行規則に規定す

る業務分担に従い活動班を編制し、班員を指揮する。また、茨城県

災害医療コーディネーターを招聘し、医療救護活動に係る助言・調

整等を要請する。また、保健医療活動チームの派遣調整、保健医療

活動に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調

整を遅滞なく行うための本部（「保健医療調整本部」）の役割は、県

災害対策本部保健福祉部が行うものとする。 

保健福祉部長は、被災地域内の保健所ごとに各保健所長を長とする

現地対策班を設置し、保健所長は地域災害医療コーディネーターを

招聘して、災害医療情報の収集･提供、関係機関との連絡調整、医療

救護チーム等の配置調整等の現地業務を効率的に遂行する。 

 

(3) 災害医療コーディネート体制の確保 

【県（保健福祉部）】 

 県は、被災地において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供

 

第５ 応急医療 

■基本事項 

２ 留意点 

(1) 地域レベルでの災害対策の強化 

 保健医療行政の第一線機関である保健所は、地域の医療機関、医

師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、消防本部、市町村等の関

係機関と連携し、災害時における各関係機関からの情報を収集する

とともに、県災害対策本部保健医療部、福祉部等と連携を図りなが

ら、医療救護チームの配置調整等を行う必要がある。 

 

■対  策 

１ 応急医療体制の確保 

(1) 初動体制の確保 

【県（保健医療部）、市町村、医療関係者等】 

 

(2) 対策本部及び現地対策班の設置 

【県（保健医療部）】 

県は、県保健医療部長を本部長とする県災害対策本部保健医療部を

設置し、本庁各課長は茨城県災害対策本部条例施行規則に規定する

業務分担に従い活動班を編制し、班員を指揮する。また、茨城県災

害医療コーディネーターを招聘し、医療救護活動に係る助言・調整

等を要請する。また、保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活

動に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調整

を遅滞なく行うための本部（「保健医療調整本部」）の役割は、県災

害対策本部保健医療部が行うものとする。 

保健医療部長は、被災地域内の保健所ごとに各保健所長を長とする

現地対策班を設置し、保健所長は地域災害医療コーディネーターを

招聘して、災害医療情報の収集･提供、関係機関との連絡調整、医療

救護チーム等の配置調整等の現地業務を効率的に遂行する。 

 

(3) 災害医療コーディネート体制の確保 

【県（保健医療部）】 

 県は、被災地において、必要とされる医療が迅速かつ的確に提供

 

 

 

 

 

 

 

234 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（保健政策課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

できる体制の構築を図るため、茨城県災害医療コーディネーター及

び地域災害医療コーディネーターを設置する。 

 茨城県災害医療コーディネーターは、県の要請により茨城県災害

対策本部保健福祉部に出務し、次の業務を行う。 

① 県全体の医療機関等の被害状況及び医療ニーズ等の分析に関す

ること。 

② 県全体の医療救護活動の実施に係る助言及び調整に関するこ

と。 

③ 県全体の医療救護チーム（ＤＭＡＴを除く。）の受入、派遣の調

整に関すること。 

④ 医療機関、医療救護チームへの支援に関すること。 

⑤ その他県が必要と認める事項 

 地域災害医療コーディネーターは、県の要請により茨城県災害対

策本部保健福祉部保健所現地対策班に出務し、次の業務を行う。 

 

(4) 医療救護チーム・ＤＭＡＴ等の編成、派遣 

【県（保健福祉部）】 

【日赤茨城県支部】 

 日赤茨城県支部は、県の要請又は自主的な判断に基づき、医療救

護班を派遣する。医療救護班は「災害救助法に基づく委託契約書」

の定めにより救護活動を行うものとする。 

 なお、他都道府県支部からの応援救護班の行動等については、県

支部救護班と同様の取扱いとする。 

 また、日赤茨城県支部職員及び日赤災害医療コーディネートチー

ムを茨城県災害対策本部保健福祉部に派遣し、県災害医療コーディ

ネーター等と協議・調整等を行う。 

 

(5) 医療救護所の設置 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(6) ＤＨＥＡＴの派遣 

【県（保健福祉部）】 

 

２ 応急医療活動 

できる体制の構築を図るため、茨城県災害医療コーディネーター及

び地域災害医療コーディネーターを設置する。 

 茨城県災害医療コーディネーターは、県の要請により茨城県災害

対策本部保健医療部に出務し、次の業務を行う。 

① 県全体の医療機関等の被害状況及び医療ニーズ等の分析に関す

ること。 

② 県全体の医療救護活動の実施に係る助言及び調整に関するこ

と。 

③ 県全体の医療救護チーム（ＤＭＡＴを除く。）の受入、派遣の調

整に関すること。 

④ 医療機関、医療救護チームへの支援に関すること。 

⑤ その他県が必要と認める事項 

 地域災害医療コーディネーターは、県の要請により茨城県災害対

策本部保健医療部保健所現地対策班に出務し、次の業務を行う。 

 

(4) 医療救護チーム・ＤＭＡＴ等の編成、派遣 

【県（保健医療部）】 

【日赤茨城県支部】 

 日赤茨城県支部は、県の要請又は自主的な判断に基づき、医療救

護班を派遣する。医療救護班は「災害救助法に基づく委託契約書」

の定めにより救護活動を行うものとする。 

 なお、他都道府県支部からの応援救護班の行動等については、県

支部救護班と同様の取扱いとする。 

 また、日赤茨城県支部職員及び日赤災害医療コーディネートチー

ムを茨城県災害対策本部保健医療部に派遣し、県災害医療コーディ

ネーター等と協議・調整等を行う。 

 

(5) 医療救護所の設置 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

(6) ＤＨＥＡＴの派遣 

【県（保健医療部）】 

 

２ 応急医療活動 
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組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(1) 医療施設による医療活動 

【国、県（保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、病院等】 

 

(2) 医療救護チーム・ＤＭＡＴ等による医療活動 

【国、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、医療関係者等 

２）医療救護チーム・ＤＭＡＴ等の配置 

 県ＤＭＡＴ調整本部及び県ＤＰＡＴ調整本部は、県及び市町村の

災害対策本部等と調整の上、ＤＭＡＴ等を被災地等に派遣・配置す

る。 

 また、県は、病院等から派遣されてきた医療救護チーム（日赤救

護班、国立病院や県医師会等による医療救護チーム、ＪＭＡＴ等）

を、市町村災害対策本部等と協議しながら県保健福祉部及び保健所

等において調整した上で、被災地の医療救護所、病院等に配置する。 

 

(3) ドクターヘリの活用 

【県（保健福祉部）、病院（基地病院）】 

 

(4) 医薬品等の供給 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、茨城県赤十字血液センター】 

 

３ 後方支援活動 

(1) 患者受入れ先病院の確保 

【県（保健福祉部）、市町村（消防機関）、病院等】 

 

(2) 搬送体制の確保 

１）後方医療施設への搬送 

【県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村（消防機関）、病院

等】 

 災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の程度に応じて広域災害

救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）や保健福祉部現地対策班等の情

報に基づき、迅速かつ的確に後方医療施設を選定の上、傷病者を搬

送する。 

 なお、病院等が後方医療施設へ転院搬送を行う場合、自己所有の

患者搬送車等により重傷者を搬送するほか、必要に応じて消防機関

(1) 医療施設による医療活動 

【国、県（保健医療部）、市町村、日赤茨城県支部、病院等】 

 

(2) 医療救護チーム・ＤＭＡＴ等による医療活動 

【国、県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、医療関係者等】 

２）医療救護チーム・ＤＭＡＴ等の配置 

 県ＤＭＡＴ調整本部及び県ＤＰＡＴ調整本部は、県及び市町村の

災害対策本部等と調整の上、ＤＭＡＴ等を被災地等に派遣・配置す

る。 

 また、県は、病院等から派遣されてきた医療救護チーム（日赤救

護班、国立病院や県医師会等による医療救護チーム、ＪＭＡＴ等）

を、市町村災害対策本部等と協議しながら県保健医療部及び保健所

等において調整した上で、被災地の医療救護所、病院等に配置する。 

 

(3) ドクターヘリの活用 

【県（保健医療部）、病院（基地病院）】 

 

(4) 医薬品等の供給 

【県（防災・危機管理部、保健医療部）、茨城県赤十字血液センター】 

 

３ 後方支援活動 

(1) 患者受入れ先病院の確保 

【県（保健医療部）、市町村（消防機関）、病院等】 

 

(2) 搬送体制の確保 

１）後方医療施設への搬送 

【県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村（消防機関）、病院

等】 

 災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の程度に応じて広域災害

救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）や保健医療部現地対策班等の情

報に基づき、迅速かつ的確に後方医療施設を選定の上、傷病者を搬

送する。 

 なお、病院等が後方医療施設へ転院搬送を行う場合、自己所有の

患者搬送車等により重傷者を搬送するほか、必要に応じて消防機関

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（保健政策課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

又は県に対し救急自動車、ヘリコプター等の出動を要請する。 

２）搬送手段の確保 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部、警察本部）、市町村（消防機

関）】 

 

(3) 人工透析の供給等 

１）人工透析の供給 

【県（保健福祉部）、市町村、病院等】 

２）人工呼吸療法、酸素療法、経静脈栄養療法、経管栄養療法等 

【県（保健福祉部）、市町村、病院等】 

３）周産期医療 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(4) 医療ボランティア活動 

１）受入れ体制の確保 

【各医療関係団体】 

 災害発生後、直ちに各医療関係団体は医療ボランティア調整本部

を設置し、医療ボランティア活動を希望する者の登録を行い、医療

ボランティアを確保する。 

 また、その状況を災害対策本部保健福祉部に報告する。 

２）受入れ窓口の運営 

【各医療関系団体】 

 各医療関係団体が運営する医療ボランティア調整本部における主

な活動内容は、次に示すとおりである。 

① ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

② 県保健福祉部との連絡調整 

③ その他 

３）医療ボランティアの配置 

【県（保健福祉部）】 

 

第６ 危険物等災害防止対策 

■対  策 

１ 危険物等流出対策 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、危険物等施設の管

又は県に対し救急自動車、ヘリコプター等の出動を要請する。 

２）搬送手段の確保 

【県（防災・危機管理部、保健医療部、警察本部）、市町村（消防機

関）】 

 

(3) 人工透析の供給等 

１）人工透析の供給 

【県（保健医療部）、市町村、病院等】 

２）人工呼吸療法、酸素療法、経静脈栄養療法、経管栄養療法等 

【県（保健医療部）、市町村、病院等】 

３）周産期医療 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

(4) 医療ボランティア活動 

１）受入れ体制の確保 

【各医療関係団体】 

 災害発生後、直ちに各医療関係団体は医療ボランティア調整本部

を設置し、医療ボランティア活動を希望する者の登録を行い、医療

ボランティアを確保する。 

 また、その状況を災害対策本部保健医療部に報告する。 

２）受入れ窓口の運営 

【各医療関系団体】 

 各医療関係団体が運営する医療ボランティア調整本部における主

な活動内容は、次に示すとおりである。 

① ボランティアの募集、登録、協力依頼、派遣 

② 県保健医療部との連絡調整 

③ その他 

３）医療ボランティアの配置 

【県（保健医療部）】 

 

第６ 危険物等災害防止対策 

■対  策 

１ 危険物等流出対策 

【県（防災・危機管理部、保健医療部）、市町村、危険物等施設の管

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

理者】 

４ 毒劇物取扱施設の安全確保 

【県（保健福祉部）、市町村、毒劇物取扱施設の管理者】 

 

６ 資料、関連項目 

(1) 資 料 

 資料９－５「毒性ガス施設事故通報・記録用紙」 

 資料９－６「毒性ガス漏洩事故発生時の連絡通報系統図」 

 資料９－７「毒性ガス漏洩事故時の避難勧告文の標準文例（塩

素ガス漏洩の場合）」 

 

第５節 被災者生活支援 

第１ 被災者の把握等 

■対  策 

１ 避難者、疎開者、自宅被災者の把握 

(2) 避難者等の調査の実施 

３）調査結果の報告 

 県は、県が行った調査についての調査結果を統括し、次の関係部

局に対し調査結果を報告する。また、市町村が行う調査結果を把握

しておくものとする。 

① 救助法の適用 →防災・危機管理部 

② 避難所の開設 →防災・危機管理部 

③ 食料、水、生活必需品の供給 →防災・危機管理部、保健福祉

部、産業戦略部、農林水産部 

④ 義援金品の配分、災害弔慰金等の支給 →防災・危機管理部、

保健福祉部 

⑤ 応急仮設住宅入居者の選定 →土木部 

 市町村は、調査結果を統括し、救助法の適用、避難所の開設、食

料・水・生活必需品等の供給、義援金品の配分、災害弔慰金等の支

給、応急仮設住宅の入居者選定について県に対し調査結果を報告す

る。 

 

第２ 避難生活の確保、健康管理 

■対  策 

理者】 

４ 毒劇物取扱施設の安全確保 

【県（保健医療部）、市町村、毒劇物取扱施設の管理者】 

 

６ 資料、関連項目 

(1) 資 料 

 資料９－５「毒性ガス施設事故通報・記録用紙」 

 資料９－６「毒性ガス漏洩事故発生時の連絡通報系統図」 

 資料９－７「毒性ガス漏洩事故時の避難指示文の標準文例（塩

素ガス漏洩の場合）」 

 

第５節 被災者生活支援 

第１ 被災者の把握等 

■対  策 

１ 避難者、疎開者、自宅被災者の把握 

(2) 避難者等の調査の実施 

３）調査結果の報告 

 県は、県が行った調査についての調査結果を統括し、次の関係部

局に対し調査結果を報告する。また、市町村が行う調査結果を把握

しておくものとする。 

① 救助法の適用 →防災・危機管理部 

② 避難所の開設 →防災・危機管理部 

③ 食料、水、生活必需品の供給 →防災・危機管理部、政策企画

部、産業戦略部、農林水産部 

④ 義援金品の配分、災害弔慰金等の支給 →防災・危機管理部、

福祉部 

⑤ 応急仮設住宅入居者の選定 →土木部 

 市町村は、調査結果を統括し、救助法の適用、避難所の開設、食

料・水・生活必需品等の供給、義援金品の配分、災害弔慰金等の支

給、応急仮設住宅の入居者選定について県に対し調査結果を報告す

る。 

 

第２ 避難生活の確保、健康管理 

■対  策 
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247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

法改正 

（消防安全課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

（保健政策課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２ 避難所等における生活環境の整備 

(1)避難所等における生活環境の維持 

【市町村】 

（省略） 

また、やむを得ず避難所以外の場所に滞在する被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布等により、生活環境の確保が図られ

るよう努めることとする。 

                              

                              

                              

     

(2) 対象者に合わせた場所の確保 

【県（保健福祉部）、市町村】 

(3) 感染症や食中毒の予防に必要な知識の普及 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

３ 健康管理 

(1) 被災者の健康（身体・精神）状態の把握 

【県（保健福祉部）、市町村】 

(2) 避難所の感染症対策 

【県（保健福祉部）、市町村】 

(3) 要配慮者の把握 

【県（保健福祉部）、市町村】 

(4) 関係機関との連携の強化 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

第３ ボランティア活動の支援 

■対  策 

１ ボランティア「受入窓口」の設置・運営 

(2) 「受入窓口」の運営 

２）ボランティア支援本部における活動内容 

④ 防災ボランティア登録者への協力依頼 

 

２ ボランティア「担当窓口」の設置・機能 

２ 避難所等における生活環境の整備 

(1)避難所等における生活環境の維持 

【市町村】 

（省略） 

また、やむを得ず避難所以外の場所に滞在する被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布等により、生活環境の確保が図られ

るよう努めることとする。 

なお、避難所運営にあたっては、県で策定した「市町村避難所運

営マニュアル基本モデル」や「新型コロナウイルス感染症対策を踏

まえた避難所運営マニュアル作成指針」等を参考に運営を図るもの

とする。 

(2) 対象者に合わせた場所の確保 

【県（福祉部）、市町村】 

(3) 感染症や食中毒の予防に必要な知識の普及 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

３ 健康管理 

(1) 被災者の健康（身体・精神）状態の把握 

【県（保健医療部）、市町村】 

(2) 避難所の感染症対策 

【県（保健医療部、福祉部）、市町村】 

(3) 要配慮者の把握 

【県（福祉部）、市町村】 

(4) 関係機関との連携の強化 

【県（福祉部）、市町村】 

 

第３ ボランティア活動の支援 

■対  策 

１ ボランティア「受入窓口」の設置・運営 

(2) 「受入窓口」の運営 

２）ボランティア支援本部における活動内容 

④ 災害ボランティア登録者への協力依頼 

 

２ ボランティア「担当窓口」の設置・機能 
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259 

 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村避難所運営マ

ニュアルの改定に伴

う追加 

（防災・危機管理課 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

（保健政策課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

組織改編 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

(2) ボランティアに協力依頼する活動内容 

２）避難生活者の支援（水くみ、炊き出し、救援物資の仕分け・配

布、高齢者等の介助等） 

 

第４ ニーズの把握・相談窓口の設置・被災者への情報伝達 

■対  策 

２ 相談窓口の設置 

(2) 各種相談窓口の設置 

５）外国人（安否確認、災害関連情報等） 

                  

６）住宅（仮設住宅、空家情報、公営住宅、復旧工事） 

７）雇用、労働（失業、解雇、休業、賃金未払い、労災補償等） 

８）消費（物価、必需品の入手） 

９）教育（学校） 

10）福祉（障害者、高齢者、児童等） 

11）医療・衛生（医療、薬、風呂） 

12）廃棄物（ガレキ、ゴミ、産業廃棄物、家屋の解体） 

13）金融（融資、税の減免） 

14）ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、電話、交通） 

15）手続（罹災証明、死亡認定等） 

16) 複合災害に関する相談（例：原発事故に伴う健康・避難・風

評被害等） 

 

 

第５ 生活救援物資の供給 

■基本事項 

２ 留意点 

(1) 発災時間及びライフライン機能の被害と供給品目との対応

物資の供給に当たっては、災害発生時の季節、時間及びライフラ

イン機能の被害状況を地域別に把握し、状況に即した品目を供給

するとともに、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに

変化することをふまえ、時宜を得た物資の調達         

             に留意することが必要である。 

【県（県民生活環境部、防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

(2) ボランティアに協力依頼する活動内容 

２）避難生活者の支援（水汲み、炊き出し、救援物資の仕分け・配

布、高齢者等の介助等） 

 

第４ ニーズの把握・相談窓口の設置・被災者への情報伝達 

■対  策 

２ 相談窓口の設置 

(2) 各種相談窓口の設置 

５）外国人（安否確認、災害関連情報等） 

６）女性（避難生活での困りごと等） 

７）住宅（仮設住宅、空家情報、公営住宅、復旧工事） 

８）雇用、労働（失業、解雇、休業、賃金未払い、労災補償等） 

９）消費（物価、必需品の入手） 

10）教育（学校） 

11）福祉（障害者、高齢者、児童等） 

12）医療・衛生（医療、薬、風呂） 

13）廃棄物（ガレキ、ゴミ、産業廃棄物、家屋の解体） 

14）金融（融資、税の減免） 

15）ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、電話、交通） 

16）手続（罹災証明、死亡認定等） 

17) 複合災害に関する相談（例：原発事故に伴う健康・避難・風

評被害等） 

 

 

第５ 生活救援物資の供給 

■基本事項 

２ 留意点 

(1) 発災時間及びライフライン機能の被害と供給品目との対応

物資の供給に当たっては、災害発生時の季節、時間及びライフラ

イン機能の被害状況を地域別に把握し、状況に即した品目を供給

するとともに、被災地で求められる物資は、時間の経過とともに

変化することをふまえ、時宜を得た物資の調達や避難所における

感染症拡大防止に必要な物資に留意することが必要である。 
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（防災・危機管理課） 

 

文言の整理 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

女性の視点を踏まえ

た防災対策 

（女性活躍・県民協

働課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

■対  策 

１ 食料、生活必需品等の供給 

３）国・他都道府県からの調達 

【県（防災・危機管理部、農林水産部）】 

① 政府所有の米穀の調達 

県は、救助法が適用され応急食料が必要と認める場合、農林水

産省政策統括官に対し、「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）」

に基づき災害救助用米穀等の緊急引渡しを要請し、必要量を確保

する。 

 

２ 応急給水の実施 

(1) 応急給水資機材の調達 

【水道事業者等、県（防災・危機管理部、県民生活環境部）】 

 

(2) 応急給水活動の実施 

１）活動内容 

【水道事業者等、県（政策企画部）】 

２）給水基準 

 １日１人３リットル 

                       

〔応急給水  の目標設定例〕 

地震発生 

からの日

数 

目 標 水

量 

市民の水の 

運搬距離 
主な給水方法        

地震発生

～３日ま

で 

３ ℓ ／

人・日 

おおむね  

１km以内  
耐震貯水槽、タンク車 

 

      

10 日  
20 ℓ ／

人・日  

お お む ね

250ｍ以内 

配水幹線付近の仮設給

水栓 

      

21 日 
100 ℓ ／

人・日 

お お む ね

100ｍ以内 

配水支線上の仮設給水

栓 

      

  

■対  策 

１ 食料、生活必需品等の供給 

３）国・他都道府県からの調達 

【県（防災・危機管理部、農林水産部）】 

① 政府所有の米穀の調達 

 県は、救助法が適用され応急食料が必要と認める場合、農林水

産省農産局長に対し、「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）」

に基づき災害救助用米穀等の緊急引渡しを要請し、必要量を確保

する。 

 

２ 応急給水の実施 

(1) 応急給水資機材の調達 

【水道事業者等、県（防災・危機管理部、政策企画部）】 

 

(2) 応急給水活動の実施 

１）活動内容 

【水道事業者等、県（政策企画部）】 

２）応急給水量等 

 １日１人３リットル 

応急給水量等の目標設定例を下記に示す。 

〔応急給水量等の目標設定例〕 

地震発生 

からの日

数 

目 標 水

量 

市民の水の 

運搬距離 
主な給水方法 

備考（水

用途）        

地震発生

～３日ま

で 

３ ℓ ／

人・日 

おおむね  

１km以内※

1 

拠点給水（耐震性貯水

槽等）運搬給水を行う。 
飲料等        

７日※2 

20～30ℓ

／人・日

※3  

おおむね 

250ｍ以内 

配水本管付近の消火栓

等に仮設給水栓を設置

して仮設給水を行う。 

飲料、水洗

トイレ、洗

面等        

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

 

 

 

 

275 

 

 

 

276 

 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（産地振興課） 

 

 

 

 

組織改編 

（水政課） 

 

 

組織改編 

（水政課） 

 

耐震化計画等策定指

針の改正のため 

（水政課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

28 日 

被 災 前
給水量 
（ 約
250 ／
人・日） 

お お む ね
10ｍ以内 

仮配管からの各戸給水
共用栓 

      

（注 ）医療施設、避難所、災害対策本部拠点等の重要施設への

給水は、地震発生直後から確保する。 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

(3) 検査の実施 

【市町村、県（保健福祉部）】 

 

第６ 要配慮者安全確保対策 

■対  策 

１ 社会福祉施設入所者等に対する安全確保対策 

(1) 救助及び避難誘導 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

(2) 搬送及び受入先の確保 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

14 日 

被 災 前
給水量 

（ 約

250 ／

人・日） 

おおむね 

10ｍ以内 

宅内給水装置の破損に

より断水している家屋

等において仮設給水栓

および共用栓等を設置

して仮設給水を行う。 

 

（注１）医療施設、避難所、災害対策本部拠点等の重要施設への

給水は、地震発生直後から確保する。 

（注２）目標水量、水運搬距離は、当該地区での井戸水使用等の

水確保手段、地形などの条件にできるだけ配慮する。 

※1 本例では概ね 1km 以内としているが、住民の水運搬労力の

軽減を考慮してできる限り短縮することが望ましい。 

また、住民等に対して日常から水の備蓄等を呼びかけ、応急給水

を確保する必要がある。 

※2 7 日目以降は必要に応じてさらに仮設給水栓を設置し、市

民の水運搬距離を短縮し応急給水を充実する。 

※3 目標水量は、飲料、洗面等の使用水量として 20ℓ／人･日と

し、これに水洗トイレ(1～2回/人･日程度)の使用水量を見込む

場合は 30ℓ／人･日とした。20ℓ／人･日とする場合、水洗トイレ

の水量は、風呂の貯めおき水や河川水等水道以外で確保する。 
 

(3) 検査の実施 

【市町村、県（保健医療部）】 

 

第６ 要配慮者安全確保対策 

■対  策 

１ 社会福祉施設入所者等に対する安全確保対策 

(1) 救助及び避難誘導 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

(2) 搬送及び受入先の確保 

【施設等管理者、県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 

 

 

 

 

 

 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(4) 介護職員等の確保 

【施設等管理者、県（保健福祉部）、市町村】 

 

(5) 巡回相談の実施 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

２ 在宅要配慮者に対する安全確保対策 

(1) 安否確認、救助活動 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

県及び市町村は，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，

民生委員，近隣住民（自主防災組織），福祉団体（社協，老人ク

ラブ等），ボランティア組織等の協力を得て，居宅に取り残され

た要配慮者の安否確認，救助活動を実施する。 

 

(2) 搬送体制の確保 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

(3) 要配慮者の状況調査及び情報の提供 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村】 

 

(5) 保健・医療・福祉巡回サービス 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(6) 保健・医療・福祉相談窓口の開設 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(7) DWATの派遣 

【県（保健福祉部）】 

 県に対して   被災市町村                    

  から DWATの派遣要請があった場合に、            

                  災害福祉支援ネットワ

ークに対して避難所への DWATの派遣要請を行う。 

 

(4) 介護職員等の確保 

【施設等管理者、県（福祉部）、市町村】 

 

(5) 巡回相談の実施 

【県（福祉部）、市町村】 

 

２ 在宅要配慮者に対する安全確保対策 

(1) 安否確認、救助活動 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

県及び市町村は，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わら

ず，避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を効果的に利用し，

民生委員，近隣住民（自主防災組織），福祉団体（社協，老人ク

ラブ等），ボランティア組織等の協力を得て，居宅に取り残され

た要配慮者の安否確認，救助活動を実施する。 

 

(2) 搬送体制の確保 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

(3) 要配慮者の状況調査及び情報の提供 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村】 

 

(5) 保健・医療・福祉巡回サービス 

【県（福祉部）、市町村】 

 

(6) 保健・医療・福祉相談窓口の開設 

【県（保健医療部、福祉部、市町村】 

 

(7) DWATの派遣 

【県（福祉部）】 

県に対して県内の被災市町村、国（厚生労働省）又は被災都道

府県から DWATの派遣要請があった場合に、避難所の高齢者、障

害者等の生活機能の低下の防止等のため、災害福祉支援ネットワ

ークに対して避難所への DWATの派遣要請を行う。 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 

 

 

 

 

 

 

281 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

防災基本計画との整

合を図るため 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（福祉指導課） 

 



茨城県地域防災計画（地震災害対策計画編）新旧対照表 

74 

 

改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

第 10 愛玩動物の保護対策 

■対  策 

１ 飼い主不明及び負傷した愛玩動物の保護 

【県（保健福祉部）】 

 

２ 避難所における動物の適正飼養に係る措置 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

第７節 応急復旧・事後処理 

第１ 建築物の応急復旧 

■対 策 

３ 応急仮設住宅の提供 

【関東財務局、県（土木部）、市町村】 

(1) 基本事項 

 災害発生の日から 20日以内に着工するものとし、その供与期

間は完成の日から２年以内とする。 

設置に当たってはリース方式や民間賃貸住宅等の借り上げによ

る方法も検討し、設置方法を決定 

する。 

(2) 設置基準 

 応急仮設住宅は、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅

がない世帯であって、自らの資力では住宅を得ることができない

世帯を対象に設置する。 

 

           

                              

                              

                                 

   

(3) 設置計画の作成等  

市町村は被災状況等を基に必要となる応急仮設住宅の戸数を

県へ報告する。県は市町村からの報告を基に全体計画を作成す

る。 

 

第 10 愛玩動物の保護対策 

■対  策 

１ 飼い主不明及び負傷した愛玩動物の保護 

【県（保健医療部）】 

 

２ 避難所における動物の適正飼養に係る措置 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

第７節 応急復旧・事後処理 

第１ 建築物の応急復旧 

■対 策 

３ 応急仮設住宅の提供 

 【関東財務局、県（土木部）、市町村】 

(1)基本事項 

 公営住宅の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提

供により、被災者の応急的な住まいを早期に確保する。 

 また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合など、

実情に応じて建設型応急住宅による方法も検討し、設置方法を決

定する。 

(2)応急仮設住宅 

 応急仮設住宅は、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅

がない世帯であって、自らの資力では住宅を得ることができない

世帯を対象に設置する。着工は災害発生の日から 20日以内とし、

その供与期間は完成の日から２年以内とする。 

(3)賃貸型応急住宅 

 県は借り上げる民間賃貸住宅の仕様基準や標準契約書、協定締

結団体から提供された借り上げ可能な民間賃貸住宅の情報等を

市町村へ提供する。市町村は必要な民間賃貸住宅の借り上げを行

う。 

(4)建設型応急住宅 

１）設置計画の作成等 

市町村は被災状況等を基に必要となる応急仮設住宅の戸数を

県へ報告する。県は市町村からの報告を基に全体計画を作成す

 

 

 

 

 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

文章の整理 

（住宅課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

(4) 設置場所の提供等 

１）設置場所の提供 

 国及び県は、応急仮設住宅の設置計画に応じて、国・県公有地

を提供する。 

２）設置場所 

 設置予定場所は、国、県又は市町村公有地とするが、私有地の

場合は所有者と市町村との間に賃貸契約を締結するものとする。

なお、その場所の選定に当たっては災害に対する安全性や洪水、

高潮、土砂災害の危険性に配慮するとともに、飲料水が得やすく

保健衛生上適当な場所とする。 

また、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合に

は、学校の教育活動に十分配慮するものとする。 

(5) 建設資材の調達 

 応急仮設住宅の建設は、協定締結団体の協力を得て建設する。 

(6) 応急仮設住宅の借り上げ等 

県は借り上げる民間賃貸住宅の仕様基準や標準契約書、協定締

結団体から提供された借り上げ可能な民間賃貸住宅の情報等を

市町村へ提供する。市町村は必要な民間賃貸住宅の借り上げを行

う。 

 (7) 入居者の選定等 

 県が、市町村の協力を得て被災者の状況を調査の上、次の基準

に基づき決定する。 

１）住家が全焼、全壊、又は流失した者であること 

２）居住する住家がない者であること 

３）自らの資力をもってしては、住家を確保することのできない

者であること 

① 生活保護法の被保護者並びに要保護者 

② 特定の資産のない失業者 

③ 特定の資産のない未亡人、母子世帯、老人世帯、身体障害者

世帯、病弱者等 

④ 特定の資産のない勤労者、中小企業者 

⑤ 前各号に準ずる経済的弱者 

 また、玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、入居者に

る。 

２）設置場所の提供等 

①設置場所の提供 

 国及び県は応急仮設住宅の設置計画に応じて、国・県公有地を

提供する。 

②設置場所 

 設置予定場所は、国、県又は市町村公有地とするが、私有地の

場合は所有者と市町村との間に賃貸契約を締結するものとする。

なお、その場所の選定に当たっては災害に対する安全性や洪水、

高潮、土砂災害の危険性に配慮するとともに、電気、給水、排水

等のライフラインが整備されている場所とする。また、学校の敷

地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活

動に十分配慮するものとする。 

３）建設資材の調達 

 応急仮設住宅の建設は、協定締結団体の協力を得て建設する。 

 

 

 

 

 

４）入居者の選定等 

 県が、市町村の協力を得て被災者の状況を調査の上、必要戸数

を決定する。 

                        

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                                        

                     

                     

また、玄関や浴槽での段差解消や手すりの設置など、入居者に

 

 

304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画との整

合を図るため 

（住宅課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

配慮した仮設住宅を建設するとともに、要配慮者の優先入居に努

めるものとする。 

(8) 応急仮設住宅の管理 

 応急仮設住宅の管理は、当該市町村の協力を求めて県が行う。

ただし、状況に応じ当該市町村に委任することができる。 

 

第２ 土木施設の応急復旧 

■対  策 

３ 鉄道の応急復旧 

【関東鉄道株式会社】 

〈災害対策本部の構成及び担当事項〉 

 班 班長 担当事項 

本 部 長 

（鉄道部長） 

総 務 班 業務課長 

事故関係者との一般

的応接、事故に関する

情報の収集及び発表、

負傷者、遺家族等に対

する乗車証の発行、自

動車の運用、部外に対

する応援依頼、他の班

に属さない事項 

運転車両

班 

運転車両

課長 

列車の運転計画及び

整理、旅客貨物の輸送

手配及び復旧資材の

輸送手配その他につ

いての伝達事項 

保線・電気 

通信班 
施設課長 

線路、通信及び信号保

安設備等の復旧及び

点検 

(2) 情報の収集・伝達 

 運転司令は、災害が発生した場合、東日本旅客鉄道（株）連絡駅、    

              、ラジオ、消防機関及び警察機関等

と連携を図り災害の情報を迅速に収集し、災害の状況に応じ、必要

と認める箇所に速報するとともに、所要の手配を行う。 

配慮した仮設住宅を建設するとともに、要配慮者の優先順位に努

めものとする。 

５）応急仮設住宅の管理 

 建設型応急住宅の管理は、当該市町村の協力を求めて県が行

う。ただし、状況に応じ当該市町村に委任することができる。 

 

第２ 土木施設の応急復旧 

■対  策 

３ 鉄道の応急復旧 

【関東鉄道株式会社】 

〈災害対策本部の構成及び担当事項〉 

 班 班長 担当事項 

本 部 長 

（鉄道部長） 

業 務 班 業務課長 

事故関係者との一般

的応接、事故に関する

情報の収集及び発表、

負傷者、遺族等に対す

る乗車証の発行、自動

車の運用、部外に対す

る応援依頼、他の班に

属さない事項 

運転車両

班 

運転車両

課長 

列車の運転計画及び

車両復旧 

 

 

 

保線・電気 

通信班 
施設課長 

線路、通信及び信号保

安設備等の復旧及び

点検 

(2) 情報の収集・伝達 

 運転司令は、災害が発生した場合、東日本旅客鉄道（株）連絡駅、

首都圏新都市鉄道（株）連絡駅、ラジオ、消防機関及び警察機関等

と連携を図り災害の情報を迅速に収集し、災害の状況に応じ、必要

と認める箇所に速報するとともに、所要の手配を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（関東鉄道株式会

社） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

(3) 応急措置の実施 

１）初動措置 

        

                               

                        

        

                    

                               

            

         

                               

                  

            

              

                      

 

① 乗務員の措置 

 列車運転中に地震を感知した場合は、速やかに列車を安全箇所（橋

梁、架道橋、築堤、切取り箇所等をさける。）に停止させ、異常の有

無を確かめる。 

 なお、付近に異常が認められないときは、次の停車場まで時速 25km

以下で注意運転し（建物、土砂崩壊、地盤沈下等に注意する。）異常

の有無を次の停車場の駅長に通告する。 

② 駅の措置 

ア 強い地震を感知し運転上危険と認めたときは、列車の運転を見   

 合わせて、直ちに、その状況を運転車両課長に報告する。 

イ 最初に到着した列車の乗務員から異常の有無を確かめる。 

ウ 隣接停車場の駅長と打合せて異常が認められないときは、運転 

 車両課長の指令を受けて、最初にその区画に進出する列車の運転 

 士に注意運転の通告をして出発させる。 

        

                               

                               

    

(3) 応急措置の実施 

１）初動措置 

①運転司令の処置 

地震により強い揺れを感知した場合は、直ちに列車の停止手配をと

ると共に地震計の確認により、運転規制を実施する。 

ア震度４の場合 

・全列車 25km/h以下の注意運転を指示する。 

・25km/h以下の速度で運転し運行に支障がないと確認された区間か

ら速度規制を解除する。 

イ震度５弱の場合 

・駅間に停止した列車については、施設区長と協議し、次駅まで

15km/h以下で運転するよう指示する。 

ウ震度５強以上の場合 

・全列車の運転を中止する 

・施設区長の了承する区間から運転を再開する。 

②乗務員の措置 

 強い揺れを感知した場合は、直ちに列車の停止手配をとるとともに

運転司令に通報する。 

・橋梁、築堤、切土、架道橋下、踏切、その他危険な場所を避けて

列車を停止させる。 

・状況により乗客を安全な場所へ避難させる。 

 

③駅の措置 

 ア 強い地震を感知した場合は、直ちに列車の停止手配をとると共

に運転司令に通報する。また運転司令の指示により列車の速度制

限・徐行区間等の運転通告券を発行する。 

 

 

④施設区長の処置 

震度５以上の地震が発生した際は速やかに警戒場所を点検する。運

転可能と判断できる区間から運転司令と相談のうえ運転再開を了承

する。 
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措置内容の追記 

（関東鉄道株式会

社） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 

(4) 広報活動の実施 

 災害の状況、復旧の見通し及び列車の運行、バス代行輸送状況等

については、駅改札口、待合室の見やすい場所への掲示等により、

周知徹底を図る。 

 

【鹿島臨海鉄道株式会社】 

(1) 組織及び動員 

 地震により災害が発生したときは、災害対策本部を設置し、別に

定める災害対策計画に基づき職員を動員して応急対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 広報活動の実施 

２）駅長は、駅放送・一斉放送・  掲示板等により事故の状況、

復旧の見通し等について広報を行う。 

 

【首都圏新都市鉄道株式会社】 

(3) 応急措置の実施 

１）初動措置 

 予測震度 4 以上の警報発信で全列車一旦停止、その後、沿線地震

計の震度による取扱いとする。 

① 運転規制 

 震度 4 以下（計測震度 3.5 以上 4.5 未満） 

  通常運転を再開する 

 震度 5 弱（計測震度 4.5 以上 5.0 未満） 

 35 ㎞/h 以下の注意運転 

 

(4) 広報活動の実施 

 災害発生時においては、車内、駅、営業所等当社施設での広報と、

テレビ、ラジオ等報道機関を通じての広報とを駆使し、利用者への

広報活動に万全を期すこととする。 

 

【鹿島臨海鉄道株式会社】 

(1) 組織及び動員 

 地震により災害が発生したときは、災害対策本部を設置し、別に

定める災害対策計画に基づき職員を動員して応急対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 広報活動の実施 

２）駅長は、駅放送・一斉放送・電光掲示板等により事故の状況、

復旧の見通し等について広報を行う。 

 

【首都圏新都市鉄道株式会社】 

(3) 応急措置の実施 

１）初動措置 

 予測震度 4 以上の警報発信で全列車一旦停止、その後、沿線地震

計の震度による取扱いとする。 

① 運転規制 

 震度 4 以下（計測震度 3.5 以上 4.5 未満） 

  通常運転を再開する 

 震度 5 弱（計測震度 4.5 以上 5.0 未満） 

 35 ㎞/h 以下の注意運転 
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315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（関東鉄道株式会

社） 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（鹿島臨海鉄道株式

会社） 

 

 

 

 

 

 

文言の整理 

（鹿島臨海鉄道株式

会社） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

震度5 強以上（計測震度5.0 以上） 

 全列車運転停止、安全確認まで運転見合わせ         

                              

                              

                              

                              

              

 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

■対  策 

３ 都市ガス施設の応急復旧 

【東京ガス株式会社、              、東部ガス株

式会社、東日本ガス株式会社】 

 

４ 上水道施設の応急復旧 

(1) 上水道停止時の代替措置 

【水道事業者等、県（県民生活環境部）】 

(2) 応急復旧の実施 

【水道事業者等、県（県民生活環境部）】 

 

第４ 災害廃棄物の処理・防疫・障害物の除去 

■対  策 

２ 防疫 

(1) 防疫組織の設置 

【県（保健福祉部）、市町村】 

県は、感染症等のまん延及び食中毒発生の未然防止を目的とし、保

健福祉部内及び保健所毎に防疫関係の組織を設置するとともに、市

町村の防疫担当者を対象とする研修を行う。 

 

(2) 防疫措置情報の収集・報告 

【県（保健福祉部）、市町村、医療機関】 

 

(3) 防疫計画及び対応策 

震度 5 強以上（計測震度 5.0 以上） 

 全列車運転停止、安全確認まで運転見合わせとする。ただし、駅

間に停止した列車の乗務員は総合指令所長の指示により、線路、

電車線路、車両、周囲の状況を確認し、列車の移動に支障がない

と認めた場合、15km/h以下で最寄り駅まで移動させることがで

きる。ただし、地上区間の駅間に停止した列車の移動については、

震度６強以下のときに限る。 

 

第３ ライフライン施設の応急復旧 

■対  策 

３ 都市ガス施設の応急復旧 

【東京ガス株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、東部ガス株

式会社、東日本ガス株式会社】 

 

４ 上水道施設の応急復旧 

(1) 上水道停止時の代替措置 

【水道事業者等、県（政策企画部）】 

 

(2) 応急復旧の実施 

【水道事業者等、県（政策企画部）】 

 

第４ 災害廃棄物の処理・防疫・障害物の除去 

■対  策 

２ 防疫 

(1) 防疫組織の設置 

【県（保健医療部）、市町村】 

県は、感染症等のまん延及び食中毒発生の未然防止を目的とし、保

健医療部内及び保健所毎に防疫関係の組織を設置するとともに、市

町村の防疫担当者を対象とする研修を行う。 

 

(2) 防疫措置情報の収集・報告 

【県（保健医療部）、市町村、医療機関】 

 

(3) 防疫計画及び対応策 
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運転規制の追記 

（首都圏新都市鉄道

株式会社） 

 

 

 

 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

 

組織改編 

（水政課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

（保健政策課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(4) 消毒薬品・器具機材等の調達 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(5) 防疫措置等の実施 

【県（保健福祉部）】 

 

(6) 食品衛生指導及び検査の実施 

【県（保健福祉部）】 

 

(7) 患者等の措置 

【県（保健福祉部）】 

 

(8) 予防教育及び広報活動の実施 

【県（保健福祉部）、市町村】 

 

(9) 記録の整備及び状況等の報告 

【県（保健福祉部）】 

 保健所長は災害防疫に関し、市町村等からの報告をとりまとめて

記録を整備するとともに、早急、また必要に応じ逐次、次の事項を

県保健福祉部長に報告するものとする。 

 

３障害物の除去 

(3) 河川・港湾・漁港関係障害物の除去 

【県（土木部、     ）、市町村、関東地方整備局】 

 

第５ 行方不明者等の捜索 

■対  策 

２ 遺体の処理 

【市町村、県（保健福祉部、警察本部）、日赤茨城県支部】 

(2) 検 案 

 検案とは、医師法上、医師の診療中の患者でない者が死亡した場

合、又は、医師の診療中の患者が、最後の診療後 24時間以上を経過

【県（保健医療部）、市町村】 

 

(4) 消毒薬品・器具機材等の調達 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

(5) 防疫措置等の実施 

【県（保健医療部）】 

 

(6) 食品衛生指導及び検査の実施 

【県（保健医療部）】 

 

(7) 患者等の措置 

【県（保健医療部）】 

 

(8) 予防教育及び広報活動の実施 

【県（保健医療部）、市町村】 

 

(9) 記録の整備及び状況等の報告 

【県（保健医療部）】 

 保健所長は災害防疫に関し、市町村等からの報告をとりまとめて

記録を整備するとともに、早急、また必要に応じ逐次、次の事項を

県保健医療部長に報告するものとする。 

 

３障害物の除去 

(3) 河川・港湾・漁港関係障害物の除去 

【県（土木部、農林水産部）、市町村、関東地方整備局】 

 

第５ 行方不明者等の捜索 

■対  策 

２ 遺体の処理 

【市町村、県（保健医療部、警察本部）、日赤茨城県支部】 

(2) 検 案 

 検案とは、医師法上、医師の診療中の患者でない者が死亡した場

合、又は、医師の診療中の患者が、最後の診療後 24時間以上を経過

 

 

336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

漁港管理者の追加 

（水産振興課） 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

した後に死亡した場合に、その遺体に死因その他の医学的検査を行

うことである。 

 検案は、救護班により実施する。ただし、遺体が多数の場合等で

救護班のみで十分な対応が困難な場合には、一般開業の医師の協力

を得て実施する。また、県（保健福祉部）、日赤茨城県支部、関東信

越地方医務局等は救護班の検案活動に協力するものとする。 

 

３ 遺体の火葬 

【市町村、県（保健福祉部）】 

 

 

第４章 災害復旧・復興対策計画 

第１節 被災者の生活の安定化 

第１ 義援金の募集及び配分 

■対  策 

１ 義援金の募集及び受付 

【県（防災・危機管理部、保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、

茨城県共同募金会】 

２ 委員会の設置 

【県（保健福祉部）】 

 

３ 義援金の保管 

【県（保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会、

委員会】 

 

４ 義援金の配分 

【県（保健福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会、

委員会 

 

第２ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金等の貸付 

■対  策 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金

の貸付 

「災害援護資金の貸付」 

した後に死亡した場合に、その遺体に死因その他の医学的検査を行

うことである。 

 検案は、救護班により実施する。ただし、遺体が多数の場合等で

救護班のみで十分な対応が困難な場合には、一般開業の医師の協力

を得て実施する。また、県（保健医療部）、日赤茨城県支部、関東信

越地方医務局等は救護班の検案活動に協力するものとする。 

 

３ 遺体の火葬 

【市町村、県（保健医療部）】 

 

 

第４章 災害復旧・復興対策計画 

第１節 被災者の生活の安定化 

第１ 義援金の募集及び配分 

■対  策 

１ 義援金の募集及び受付 

【県（防災・危機管理部、福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城

県共同募金会】 

２ 委員会の設置 

【県（福祉部）】 

 

３ 義援金の保管 

【県（福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会、委員

会】 

 

４ 義援金の配分 

【県（福祉部）、市町村、日赤茨城県支部、茨城県共同募金会、委員

会 

 

第２ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金等の貸付 

■対  策 

１ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金

の貸付 

「災害援護資金の貸付」 

 

 

 

 

 

341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344 

 

 

344 

 

 

 

 

 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

対象災害 県内において災害救助法が適用された市

町村が１以上ある場合の自然災害 

貸付

条件 

貸付利率 年３％              

（据置期間中は無利子） 

償還方法 年賦又は半年賦    

 

３ 生活福祉資金の貸付 

【茨城県社会福祉協議会】 

 「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会生活福祉資金貸付規程」

に基づき、災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、経済的

自立及び生活意欲の助長促進等が図れると認められるものにつ

いて、民生委員及び市町村社会福祉協議会の協力を得て生活福祉

資金の貸付を行う。 

                              

                              

                              

                              

                              

 

生活福祉資金資金種類等一覧（抜粋） 

 

 

 

 

※１ 原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援

事業等による支援を受けていること。             

                              

                  

 

４ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

【県（保健福祉部）】 

 

 

対象災害 県内において災害救助法が適用された市

町村が１以上ある場合の自然災害 

貸付

条件 

貸付利率 年３％以内で市町村条例で定める率 

（据置期間中は無利子） 

償還方法 年賦、半年賦又は月賦 

 

３ 生活福祉資金の貸付 

【茨城県社会福祉協議会】 

 「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会生活福祉資金貸付規程」

に基づき、災害により被害を受けた低所得世帯等に対し、経済的

自立及び生活意欲の助長促進等が図れると認められるものにつ

いて、民生委員及び市町村社会福祉協議会の協力を得て生活福祉

資金の貸付を行う。 

なお、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年 82号）に

基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は原則として生活福

祉資金の貸付対象としないものとする。ただし、特に当該世帯の

自立更生を促進するために必要があると認められるときは、福祉

資金及び教育支援資金について、貸付対象とすることができる。 

 

生活福祉資金資金種類等一覧（抜粋） 

 

 

 

 

※１ 原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援

事業等による支援を受けていること。なお、総合支援資金につい

ては、生計中心者の失業等によって一時的に生計の維持が困難と

なった低所得世帯を貸付対象とする。 

 

４ 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

【県（福祉部）】 

 

 

 

 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

 

 

351 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項追加 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

（茨城県社会福祉協

議会） 

 

 

組織改編 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

５ 農林漁業復旧資金 

【県（農林水産部）】 

(3) 株式会社日本政策金融公庫（農林漁業施設資金） 

 農林漁業者に対し、被害を受けた施設の復旧資金の概要は次の

とおりである。 

１）償還期限       

＜主務大臣指定施設＞ 

                       

    15年（据置期間３年を含む。）以内 

２）貸付利率       

年 0.20％～0.30％（償還期間により異なる） 

※公庫所定の利率による 

３）貸付限度額  

＜主務大臣指定施設＞ 

貸付対象事業費の 80％又は１施設当たり 300万円（特認 600

万円、漁船      1、000万円            ）

のいずれか低い額 

 

５）そ の 他  

            農業協同組合、漁業協同組合、同連

合会、農林中央金庫等に申し込む。 

                     

 

 

 

付編 東海地震の警戒宣言発令時の対応措置計画 

第２章 防災責任者が実施する事務又は事務の大綱 

２ 市町村 

(5) 避難勧告等に関すること。 

 

３ 指定地方行政機関 

(13) 関東総合通信局 

１）管内の電気通信事業者及び放送事業者等からの災害に関する

情報収集並びに報告連絡に関すること。 

５ 農林漁業復旧資金 

【県（農林水産部）】 

(3) 株式会社日本政策金融公庫（農林漁業施設資金） 

 農林漁業者に対し、被害を受けた施設の復旧資金の概要は次の

とおりである。 

１）償還期限       

＜主務大臣指定施設＞ 

 果樹の改樹等 25年（据置 10年を含む。）以内 

その他 15年（据置期間３年を含む。）以内 

２）貸付利率  

                      

  公庫所定の利率による 

３）貸付限度額  

＜主務大臣指定施設＞ 

貸付対象事業費の 80％又は１施設当たり 300万円（特認 600万

円、漁船 20トン未満：1,000万円、20トン以上：最大 11億円）

のいずれか低い額 

 

５）そ の 他  

日本政策金融公庫のほか、農業協同組合、漁業協同組合、同連 

合会、農林中央金庫等で申し込み可能 

 市町村長が発行する「り災証明書」が必要 

 

 

 

付編 東海地震の警戒宣言発令時の対応措置計画 

第２章 防災責任者が実施する事務又は事務の大綱 

２ 市町村 

(5) 避難指示等に関すること。 

 

３ 指定地方行政機関 

(13) 関東総合通信局 

１）管内の電気通信事業者及び放送事業者等からの災害に関する

情報収集並びに報告連絡に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 

 

 

 

 

 

 

353 

 

 

 

353 

 

 

 

 

 

 

 

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載事項追加 

（農業経営課） 

（漁政課） 

 

 

 

 

記載事項追加 

（農業経営課） 

（漁政課） 

 

記載事項追加 

（農業経営課） 

（漁政課） 

 

 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

２）非常無線通信の確保等及び運用に関すること。 

 

５ 指定公共機関 

(11) 東京ガス株式会社（日立支社） 

 

第４章 警戒宣言発令時の対応措置 

第２節 警戒体制の確立 

３ 防災関係機関の体制 

(3) 指定公共機関 

11）東京ガス株式会社               

 

第３節 地震防災応急対策の実施 

２ 消防、水防対策 

(2) 水防対策 

２）市町村（水防管理団体） 

④ 避難の勧告・指示及び誘導 

 

３ 警備、交通対策 

(2) 第三管区海上保安本部（茨城海上保安部）の措置 

５）船舶及び海水浴、磯釣り客等の避難措置 

 必要に応じ船舶及び海水浴客に対する避難勧告、入域制限を行

うほか、防波堤等での磯釣り客を避難させるものとする。 

 

５ 公共施設対策 

(4) 都市ガス（東京ガス株式会社、               

東部ガス株式会社、東日本ガス株式会社） 

 

８ がけ崩れ等危険区域対策 

(2) 地すべり、山崩れ等の危険が予測される地区のある市町村に

対し、避難勧告等の適切な措置を行うよう指導する。 

 

９ 生活物資対策 

③ 平常業務の維持 

ア 卸売市場 

２）非常通信の確保等及び運用に関すること。 

 

５ 指定公共機関 

(11) 東京ガスネットワーク株式会社（茨城支社） 

 

第４章 警戒宣言発令時の対応措置 

第２節 警戒体制の確立 

３ 防災関係機関の体制 

(3) 指定公共機関 

11）東京ガス株式会社、東京ガスネットワーク株式会社 

 

第３節 地震防災応急対策の実施 

２ 消防、水防対策 

(2) 水防対策 

２）市町村（水防管理団体） 

④ 避難の   指示及び誘導 

 

３ 警備、交通対策 

(2) 第三管区海上保安本部（茨城海上保安部）の措置 

５）船舶及び海水浴、磯釣り客等の避難措置 

 必要に応じ船舶及び海水浴客に対する避難指示、入域制限を行

うほか、防波堤等での磯釣り客を避難させるものとする。 

 

５ 公共施設対策 

(4) 都市ガス（東京ガス株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、

東部ガス株式会社、東日本ガス株式会社） 

 

８ がけ崩れ等危険区域対策 

(2) 地すべり、山崩れ等の危険が予測される地区のある市町村に

対し、避難指示等の適切な措置を行うよう指導する。 

 

９ 生活物資対策 

③ 平常業務の維持 

ア 卸売市場 

 

387 

 

 

389 

 

 

 

 

403 

 

 

 

 

 

408 

 

 

 

410 

 

 

 

419 

 

 

 

 

426 

 

 

 

 

誤記修正 

（関東総合通信局） 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 

 

 

会社の分社化 

（東京ガスネットワ

ーク株式会社） 

 

 

法改正 

（防災・危機管理課） 
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改定前 改定後 
現計画

掲載頁 備考（）は意見提出元 

 地方卸売市場及び規模未満卸売市場については、生鮮食料品の安

定供給を確保するため、平常通り市場を開場し、生鮮食料品の取引

業務を行うよう要請する。 

 

 地方卸売市場          については、生鮮食料品の安

定供給を確保するため、平常通り市場を開場し、生鮮食料品の取引

業務を行うよう要請する。 

 

427 

 

茨城県卸売市場条例

廃止のため 

（農業技術課） 

 


