
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神奈川県石油コンビナート等防災計画 
修正案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成28年３月 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

目     次 

 

 

第１編 総則 ………………………………………………………………………………………… 1 

第１章 計画の目的 ………………………………………………………………………………… 1 

第２章 計画の構成及び性格 ………………………………………………………………………  2 

第３章 特定事業所の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱及び 

その他の事業所等の協力 …………………………………………………………………  3 

    第１節 特定事業所の実施責任 …………………………………………………………… 3 

第２節 特定事業所の処理すべき事務又は業務の大綱 ………………………………… 3 

第３節 その他の事業所等の協力 ………………………………………………………… 3 

 第４章 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 …………………………  4 

      第１節 防災関係機関の実施責任 ………………………………………………………… 4 

    第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ……………………………… 4 

 第５章 特別防災区域の現況 ……………………………………………………………………… 9 

    第１節 特別防災区域の範囲 ……………………………………………………………… 9 

    第２節 特別防災区域の特質 ……………………………………………………………… 10 

    第３節 社会構造 …………………………………………………………………………… 10 

    第４節 特定事業所の現況 ………………………………………………………………… 11 

第２編 防災組織 ………………………………………………………………………………… 17 

  第１章 石油コンビナート等防災本部及び現地防災本部 ……………………………………… 17 

  第２章 特定事業所の防災組織 …………………………………………………………………… 20 

  第３章 自主防災組織 ……………………………………………………………………………… 22 

第３編 災害想定 ………………………………………………………………………………… 23 

  第１章 防災アセスメント調査の実施 …………………………………………………………… 23 

      第１節 調査内容 …………………………………………………………………………… 23 

      第２節 調査結果 …………………………………………………………………………… 29 

    第３節 防災対策の考え方 ………………………………………………………………… 33 

  第２章 放射性物質等の災害 ……………………………………………………………………… 34 

第４編 災害予防計画 …………………………………………………………………………… 35 

  第１章 特定事業所における予防対策 …………………………………………………………… 35 

      第１節 保安管理の徹底 …………………………………………………………………… 35 

      第２節 相互連携体制の整備 ……………………………………………………………… 39 

      第３節 消防力の整備強化 ………………………………………………………………… 40 

      第４節 防災教育、防災訓練の実施 ……………………………………………………… 41 

    第５節 啓発活動 …………………………………………………………………………… 42 

  第２章 関係行政機関等における予防対策 ……………………………………………………… 43 

      第１節 特定事業所等に対する指導監督 ………………………………………………… 43 

      第２節 石油コンビナート等防災施設等の整備 ………………………………………… 43 

      第３節 海上流出油防災体制の整備 ……………………………………………………… 44 

      第４節 防災訓練の実施 …………………………………………………………………… 45 

第５節 啓発活動 …………………………………………………………………………… 46 

      第６節 米海軍鶴見貯油施設との連絡体制 ……………………………………………… 46 

      第７節 航空機事故による災害の防止 …………………………………………………… 46 



ii 

      第８節 原子力災害に対する防災体制の整備 …………………………………………… 47 

 第３章 公共施設等の安全対策の推進 …………………………………………………………… 48 

 第４章 避難計画の策定 …………………………………………………………………………… 49 

 第５章 情報連絡体制の整備 ……………………………………………………………………… 50 

    第１節 連絡体制の確立 …………………………………………………………………… 50 

    第２節 防災通信網の整備 ………………………………………………………………… 50 

 第６章 防災に関する調査研究 …………………………………………………………………… 52 

第５編 災害応急対策計画 ……………………………………………………………………… 53 

 第１章 応急活動体制 ……………………………………………………………………………… 53 

    第１節 石油コンビナート等防災本部 …………………………………………………… 53 

      第２節 石油コンビナート等現地防災本部 ……………………………………………… 54 

  第２章 災害情報の収集、伝達 …………………………………………………………………… 56 

    第１節 地震情報等の受理伝達 …………………………………………………………… 56 

      第２節 災害情報の連絡及び報告 ………………………………………………………… 56 

      第３節 防災本部への災害・応急措置の報告 …………………………………………… 57 

    第４節 大規模地震発生時の施設被害状況の報告 ………………………………………  57 

 第３章 通信の確保 ………………………………………………………………………………… 61 

    第１節 通信手段の確保 …………………………………………………………………… 61 

      第２節 県石油コンビナート等防災相互無線等の運用 ………………………………… 62 

    第３節 県防災行政通信網の運用 ………………………………………………………… 62 

 第４章 災害の防ぎょ活動 ………………………………………………………………………… 63 

      第１節 特定事業所等における防ぎょ活動 ……………………………………………… 63 

    第２節 消防機関等における防ぎょ活動 ………………………………………………… 64 

      第３節 第三管区海上保安本部における防ぎょ活動 …………………………………… 65 

    第４節 京浜臨海地区海域における排出油防除活動 …………………………………… 67 

 第５章 災害広報 …………………………………………………………………………………… 68 

    第１節 県及び関係市等の防災関係機関の広報 ………………………………………… 68 

    第２節 上記以外の防災関係機関の広報 ………………………………………………… 69 

    第３節 特定事業所の広報 ………………………………………………………………… 69 

 第６章 避難対策 …………………………………………………………………………………… 70 

    第１節 避難の勧告又は指示 ……………………………………………………………… 70 

      第２節 関係市の避難対策 ………………………………………………………………… 71 

    第３節 第三管区海上保安本部の避難対策 ……………………………………………… 73 

      第４節 特定事業所等の避難対策 ………………………………………………………… 73 

 第７章 緊急輸送対策 ……………………………………………………………………………… 75 

    第１節 緊急輸送路等の確保 ……………………………………………………………… 75 

      第２節 緊急輸送 …………………………………………………………………………… 78 

 第８章 警備・救助対策 …………………………………………………………………………… 81 

    第１節 陸上における警備・救助対策 …………………………………………………… 81 

      第２節 海上における警備・救助対策 …………………………………………………… 82 

 第９章 医療救護対策 ……………………………………………………………………………… 84 

 第10章 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 ………………………………… 88 

 第11章  応援要請 …………………………………………………………………………………… 89 

    第１節 自衛隊に対する災害派遣要請 …………………………………………………… 89 

    第２節 その他の機関に対する応援要請 ………………………………………………… 91 



iii 

 第12章 災害救助法の適用 ………………………………………………………………………… 93 

 第13章 生活関連施設の応急復旧活動 …………………………………………………………… 94 

 第14章 原子力災害応急・復旧対策 ……………………………………………………………… 95 

第６編 東海地震に関する事前対策計画 …………………………………………………… 96 

 第１章 総則 ………………………………………………………………………………………… 96 

    第１節 計画の目的 ………………………………………………………………………… 96 

    第２節 東海地震に関する事前対策の体系 ……………………………………………… 97 

 第２章 東海地震に関する予防対策計画 ………………………………………………………… 98 

      第１節 特定事業所等 ……………………………………………………………………… 98 

      第２節 防災関係機関 ……………………………………………………………………… 99 

 第３章 東海地震に関する地震防災応急対策 …………………………………………………… 101 

      第１節 石油コンビナート等防災本部の活動体制 ……………………………………… 101 

      第２節 東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の受伝達及び広報 ……………… 101 

      第３節 東海地震注意情報等及び警戒宣言発令時における警戒措置 ………………… 103 

     第４節 警備対策 …………………………………………………………………………… 105 

      第５節 道路交通対策 ……………………………………………………………………… 106 

      第６節 緊急輸送対策 ……………………………………………………………………… 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

第６編
東 海 地震 に 関する 事 前
対 策 計 画

第２章 東海地震に関する予防対策計画

第３章 東海地震に関する地震防災応急対策

第１章 総則

第 13 章 生活関連施設の応急復旧対策

第 14 章 原子力災害応急・復旧活動

第 11 章 応援要請

第 12 章 災害救助法の適用

第９章 医療救護対策

第 10 章 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動

災害広報

第６章 避難対策

通信の確保

第８章 警備・救助対策

第７章 緊急輸送対策

第１編 総 則

特定事業所の実施責任と処理すべき事務
又は業務の大綱及びその他の事業所等の協力

防災関係機関の実施責任と処理すべき事務
又は業務の大綱

第２章 計画の構成及び性格

第３章

第１章 計画の目的

第２編 防 災 組 織

第５章

第３章

第４章

第５章

第２章
第４編

第５編 災 害 応 急 対 策 計 画

災害の防ぎょ活動

第１章 応急活動体制

第２章 災害情報の収集、伝達

情報連絡体制の整備

第６章 防災に関する調査研究

第４章 避難計画の策定

関係行政機関等における予防対策

第３章 公共施設等の安全対策の推進

第２章 放射性物質等の災害

第１章 特定事業所における予防対策

第２章 特定事業所の防災組織

第３章 自主防災組織

神奈川県石油コンビナート等防災計画の体系

 

第１章 石油コンビナート等防災本部及び現地防災本部

第４章

第５章 特別防災区域の現況

災 害 予 防 計 画

第１章 防災アセスメント調査の実施第３編 災 害 想 定神
奈
川
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画 



v 

用 語 の 意 義 
 

 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 

１ 石 災 法……… 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）をいう。 

 

２ 大 震 法……… 大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）をいう。 

 

３ 特 別 防 災 区 域……… 石災法第２条第２号に定める石油コンビナート等特別防災区域をい

う。 

 

４ 特 定 事 業 所……… 石災法第２条第４号及び第５号に定める第一種事業所及び第二種事

業所をいう。 

 

５ 特 定 事 業 所 等……… 特定事業所及び特別防災区域内に所在する特定事業所以外の事業所

をいう。 

 

６  災      害……… 特別防災区域に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流出その他

の事故又は地震、津波、その他の異常な自然現象により生ずる被害

をいう。 

 

７ 防 災 本 部……… 石災法第 27 条第１項の規定に基づき設置された神奈川県石油コンビ

ナート等防災本部をいう。 

 

８ 現 地 本 部……… 石災法第 29 条第１項の規定に基づき設置された神奈川県石油コンビ

ナート等現地防災本部をいう。 

 

９  関 係 市……… 特別防災区域の所在する横浜市及び川崎市をいう。 

 

10  特定地方行政機関……… 関東管区警察局、神奈川労働局、関東東北産業保安監督部、関東地

方整備局、第三管区海上保安本部をいう。 

 
11 関 係 行 政 機 関……… 県、関係市及び特定地方行政機関をいう。 
 

12  関 係 公 共 機 関……… 日本赤十字社神奈川県支部、独立行政法人国立病院機構、公益社団

法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、公益社団

法人神奈川県薬剤師会、公益社団法人神奈川県病院協会、社団法人

公益神奈川県看護協会、地方独立行政法人神奈川県立病院機構、日

本放送協会横浜放送局、㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神

奈川、横浜エフエム放送㈱、㈱神奈川新聞社、東京電力㈱神奈川総

支社、東京ガス㈱、東日本電信電話㈱神奈川事業部、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ㈱、㈱ＮＴＴドコモ神奈川支店、東日

本旅客鉄道㈱横浜支社、京浜急行電鉄㈱、京浜急行バス㈱、川崎鶴

見臨港バス㈱、中日本高速道路㈱（東京支社）、東日本高速道路㈱

（関東支社）、首都高速道路㈱及びＫＤＤＩ㈱南関東総支社をいう。 

 

13 防 災 関 係 機 関……… 県、関係市、特定地方行政機関、関係公共機関及び自衛隊をいう。 





第１章 計画の目的 

第１編 総  則｜1 

第１編 総  則 

 

第１章 計画の目的 
 

  神奈川県石油コンビナート等防災計画は、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号

以下「石災法」という。）第31条の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防

災区域」という。）に指定された京浜臨海地区及び根岸臨海地区に係る災害の未然防止及び発生した

災害の拡大を防止するため、防災関係機関等の処理すべき事務又は業務を明確にするとともに、災

害の予防対策及び応急活動等必要な事項を定めることにより、総合的な防災対策の推進を図り、特

別防災区域に係る県民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。 

 



第２章 計画の構成及び性格 

 

2｜第 1編 総  則 

第２章 計画の構成及び性格 
 

○ この計画は、神奈川県石油コンビナート等防災本部（以下「石油コンビナート等防災本部」と

いう。）が定めたものであり、特別防災区域に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流出等の事

故又は地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる災害の防止並びに武力攻撃若しくは緊急

対処事態に伴って発生した災害への対処に関し、県、関係市、特定地方行政機関及び関係公共機

関並びに特定事業所が一体となり実施すべき業務を定めた総合的かつ基本的な計画である。 

 

○ この計画は、災害対策基本法に基づく神奈川県地域防災計画とともに本県の防災対策の根幹を

なすものである。 

 

○ この計画は、神奈川県地域防災計画及び関係市の地域防災計画と調整が図られており、特別防

災区域に係る防災対策について、この計画に定めのない事項は災害対策基本法第10条及び石災法

第32条の規定により、災害の状況に応じ神奈川県地域防災計画及び関係市の地域防災計画を準用

し、必要な対策を実施する。 

 

○ この計画中の「東海地震に関する事前対策計画」については、特別防災区域が大規模地震対策

特別措置法第３条の規定に基づく強化地域ではないが、当該地域に係る警戒宣言の発令に伴う混

乱又は、地震発生時の被害を最小限にくいとめるため、大規模地震対策特別措置法第６条の規定

に基づく地震防災強化計画に準じた計画とする。 

 

資料 １２－ １ 神奈川県石油コンビナート等防災計画策定・修正の経緯



第３章 特定事業所の実施責任と処理すべき事務又は 
業務の大綱及びその他の事業所等の協力 

第１編 総  則｜3 

第３章 特定事業所の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 
及びその他の事業所等の協力 

 
第１節 特定事業所の実施責任 

 

特定事業所は、防災対策に関し、第一次的責任を有することから、特定事業所における災害の発生

及び拡大を防止するため、自衛防災組織の整備を行い、保安管理体制を強化するとともに、他の特定

事業所と相互に連携共同して地域の一体的防災体制の確立に努める。 

 

第２節 特定事業所の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 関係法令及び行政指導基準等に基づく関係施設等の安全管理の徹底 

２ 自衛防災組織の設置整備 

３ 特定防災施設等、防災資機材等の充実強化 

４ 防災教育及び防災訓練の励行 

５ 災害時における防ぎょ活動の実施 

６ 特別防災区域協議会の整備 

７ 相互応援体制の確立 

８ 共同防災組織の設置・整備 

９ 広域共同防災組織の設置・整備 

 

第３節 その他の事業所等の協力 

 
１ その他の事業所 

特別防災区域に所在する特定事業所以外の事業所は、関係法令及び行政指導基準等に基づいて関

係施設の安全措置の徹底を期するとともに、防災組織及び防災資機材の整備充実等防災体制の強化

に努める。また、災害時においては、防災関係機関及び他の事業所等の行う防災活動に、積極的に

協力する。 

 

２ 住民の協力 

特別防災区域内及び同隣接地域の住民は、事故等を発見した場合、自らの生命、身体及び財産を

守ることを最優先に、可能な限り防災関係機関への通報など防災活動への協力に努める。 

 

 



第４章 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

4｜第 1編 総  則 

第４章 防災関係機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 
 

第１節 防災関係機関の実施責任 

 

１ 県 

県は、関係市を包括する広域的自治体として、特別防災区域に係る県民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言、指導を行うとともに、

石災法その他災害の防止に関する法令及びこの計画に基づいて、防災活動を実施し、関係市等の防

災関係機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行うこと

により、特別防災区域に係る防災体制の整備強化を図る。 

 

２ 県警察 

   県警察は、関係機関との連携の下に平素から特別防災区域に係る災害警備対策を推進し、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合には、早期に警備体制を確立して情報の収集に努め、県民

等の生命及び身体の保護を第一とした災害警備活動等を実施する。 

 

３ 関係市 

関係市は、基礎的な自治体として、当該市の特別防災区域に係る市民の生命、身体及び財産を災

害から保護するため、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言、指導を行うとともに、

防災関係機関の協力を得て防災活動を実施する。 

 

４ 関係市消防機関 

  消防機関は、管轄する特別防災区域に係る市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

特定事業所が保有する危険物施設及び特定防災施設等を適切に管理するよう消防法及び石災法に

基づく指導を行うとともに、災害発生時には自衛防災組織及び防災関係機関と連携し防災活動を実

施する。 

 

５ 特定地方行政機関 

特定地方行政機関は、特別防災区域に係る県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、

防災関係機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、県及び関係市の活動が円滑に行われ

るよう勧告、指導、助言等を行う。 

 

６ 関係公共機関 

関係公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施するとともに、

県、関係市等の防災関係機関の防災活動が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 県 

(1) 石油コンビナート等防災本部の運営 

(2) 防災組織（自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織）の整備 

(3) 関係市等の防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 特定事業所に対する立入検査 

(6) 危険物、高圧ガス及び毒劇物関係施設の保安管理の指導・監督 
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(7) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(8) 防災に関する調査、研究及び教育 

(9) 初動対応の基本方針及び初動対応マニュアルの作成 

(10) 神奈川県石油コンビナート等現地防災本部（以下「現地本部」という。）の設置 

(11)  災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(12) 緊急輸送手段の確保 

(13) 保健衛生 

(14) 関係市が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(15) 災害救助法に基づく被災者の救助 

(16) 緊急消防援助隊の派遣要請 

(17) 広域緊急援助隊の派遣要請 

(18) 関係市に対する災害防ぎょに関する指示 

(19) 自衛隊の派遣要請 

(20) 被災施設の復旧 

(21) その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

 

２ 県警察 

(1) 危険物等関係施設の実態把握 

(2)  関係機関との相互連携と連絡体制の整備 

(3)  危険物等災害装備資機材の整備 

(4)  関係法令に定める権限の行使 

(5)  防災訓練の実施 

(6)  災害に関する情報の収集 

(7)  救出救助活動 

(8)  避難誘導その他の避難対策 

(9)  立入禁止区域の設定 

(10)  交通規制等交通対策 

(11)  危険物等の防除活動 

(12)  その他社会的秩序の維持 

 

３ 関係市 

 (1) 防災に必要な物資、資機材等の備蓄及び整備 

(2) 防災に関する調査、研究及び教育 

(3) 現地本部の運営 

(4) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(5) 避難の指示、勧告及び誘導その他の避難対策 

(6) 保健衛生 

(7) 被災施設の復旧 

(8) その他の災害応急対策 

(9) その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

 

４ 関係市消防機関 

(1) 防災訓練の実施及び指導 

(2) 特定事業所に対する立入検査 

(3) 防災組織（自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織）の整備及び育成指導 
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(4) 危険物施設、設備等の保安管理の指導、監督 

(5) 特定防災施設、防災資機材等の整備強化に関する指導及び監督 

(6)  防災に必要な物資、資機材等の備蓄及び整備 

(7) 防災に関する調査、研究及び教育 

(8) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報 

(9) 消防活動、その他応急措置 

(10) 被災者に対する救助及び救護の実施 

(11) 災害による被害状況調査、災害原因調査及び災害再発防止対策の指導 

(12) その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 

 

５ 特定地方行政機関等 

(1) 関東管区警察局 

  ア 管区内各警察の災害警備活動の指導調整 

  イ 管区内各警察の相互援助の調整 

  ウ 他管区内警察局及び警視庁並びに管区内防災関係機関との連携 

  エ 警察通信の確保及び通信統制 

  オ 津波警報の伝達 

(2) 神奈川労働局  

  ア 労働災害防止に関する指導及び監督  

  イ 労働安全教育の指導及び援助  

  ウ 特定事業所に対する立入検査  

  エ 災害に関する情報の収集及び伝達  

  オ 災害原因調査及び災害再発防止対策の指導  

(3) 関東東北産業保安監督部及び関東経済産業局 

  ア 第一種事業所の新設等届出に係る現地調査及び工事完了後の確認 

  イ 特定事業所に対する立入検査 

  ウ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等施設及び特定事業所の保安に関する指導、

監督及び災害発生時の調査 

  エ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給確保 

  オ 災害に関する情報の収集及び伝達 

  カ 特定事業所に対する防災のための必要な資金の確保 

  キ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

  ク 被災中小企業の振興 

(4) 関東地方整備局 

  ア 防災上必要な教育及び訓練の実施 

  イ 災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

  ウ 災害に関する情報の収集及び広報 

  エ 災害時における交通確保 

  オ 災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

  カ 災害復旧工事の施工 

  キ 再度災害防止工事の施工 

  ク  港湾施設、海岸保全施設等の整備 

  ケ  港湾施設、海岸保全施設等に係る災害情報の収集及び応急対策 

  コ  港湾施設、海岸保全施設の緊急復旧工事の施工 

  サ  海洋の汚染の防除事業の実施 
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(5) 第三管区海上保安本部 

  ア 海上災害及び大規模海難等に関する事故対策訓練の実施 

  イ 関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の啓発 

  ウ 海上災害防止のための関係法令に基づく特定事業所に対する立入検査 

  エ 港湾の状況等の調査研究 

  オ 船艇、航空機による警報等の伝達 

  カ 船艇、航空機等を活用した情報収集 

  キ 活動体制の確立 

  ク 船艇、航空機等による海難救助等 

  ケ 船艇、航空機による傷病者、医師、避難者及び救助物資等の緊急輸送 

  コ 被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

  サ 要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

  シ 排出油等の防除等 

    ス 避難勧告、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海上交通安全の確保 

セ 警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示 

ソ 海上における治安の維持 

タ 危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限若しくは禁止及び荷役の中止等危険物の保安に

関する措置 

チ 災害原因調査及び災害再発防止対策の指導 

ツ 海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措置 

テ 災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 

 

６ 関係公共機関 

(1) 日本赤十字社神奈川県支部 

  ア 医療救護 

  イ 救援物資の備蓄及び配分 

  ウ 災害時の血液製剤の供給 

  エ 義援金の受付及び配分 

  オ その他災害救護に必要な業務 

(2) 独立行政法人国立病院機構 

  ア 医療班の編成及び派遣 

  イ 災害時における被災患者の搬送及び受入 

(3) 公益社団法人神奈川県医師会、一般社団法人神奈川県歯科医師会、公益社団法人神奈川県薬剤

師会、公益社団法人神奈川県病院協会、公益社団法人神奈川県看護協会、地方独立行政法人神

奈川県立病院機構 

 ア 医療助産等救護活動の実施 

  イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

(4) 放送機関（日本放送協会横浜放送局、㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エ

フエム放送㈱） 

    ア 気象予報、警報等の放送周知 

   イ 緊急地震速報の迅速な伝達 

ウ 災害状況及び災害対策に関する放送 

エ 放送施設の保安 

 (5) 新聞社（㈱神奈川新聞社） 

災害状況及び災害対策に関する報道 
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(6) 東京電力㈱神奈川総支社 

   ア 電力供給施設の整備及び点検 

   イ 災害時における電力供給の確保 

   ウ 被災施設の調査及び復旧 

(7) 東京ガス㈱ 

  ア 予防活動（教育、訓練、施設及び関連設備の整備・点検等） 

  イ 応急活動（連絡体制の確立、緊急点検、広報、要員及び資機材の確保、危険予防措置） 

  ウ 復旧活動（復旧計画の策定、復旧作業の実施） 

(8) 電信電話機関（東日本電信電話㈱神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、

㈱ＮＴＴドコモ神奈川支店） 

  ア 電気電信施設の整備及び点検 

  イ 電気通信の特別取扱い 

  ウ 電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

(9) 鉄道機関（東日本旅客鉄道㈱横浜支社、京浜急行電鉄㈱） 

  ア 鉄道、鉄道施設の整備、保全 

  イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

  ウ 災害時の応急輸送対策 

  エ 鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

(10) バス機関（京浜急行バス㈱、川崎鶴見臨港バス㈱） 

  ア 被災地の人員輸送の確保 

  イ 災害時の応急輸送対策 

(11) 中日本高速道路㈱（東京支社）、東日本高速道路㈱（関東支社） 

  ア 道路の耐震整備 

イ 道路の保全 

  ウ 道路の災害復旧 

  エ 災害時における緊急交通路の確保 

(12)  首都高速道路㈱ 

  ア 首都高速道路の耐震整備 

イ 首都高速道路の保全 

  ウ 首都高速道路の災害復旧 

  エ 災害時における緊急交通路の確保 

(13) ＫＤＤＩ㈱南関東総支社 

  ア 電気通信施設の整備及び保全 

  イ 災害時における電気通信の疎通 

 

７ 自衛隊 

(1) 防災関係資料の基礎調査 

(2) 自衛隊災害派遣計画の作成 

(3) 通信情報活動 

(4) 人命又は財産の保護のために行う必要のある応急救護又は応急復旧 

(5) 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与 

(6) その他応急復旧活動等の支援等 
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第５章 特別防災区域の現況 
 

第１節 特別防災区域の範囲 

 
 石災法に基づく特別防災区域は、横浜市及び川崎市のうち次に掲げる区域（総面積４１．３９ｋ㎡

（平成２７年４月１日現在））である。 

 
１ 京浜臨海地区（面積３５．００ｋ㎡） 

     川崎市川崎区小島町 

       〃 田町３丁目 

       〃 夜光１丁目 

       〃 夜光２丁目 

              〃 夜光３丁目 

              〃 塩浜３丁目 

              〃 塩浜４丁目 

              〃 池上町 

       〃 浅野町 

              〃 鋼管通５丁目 

              〃 南渡田町 

              〃 田辺新田 

              〃 白石町 

       〃 浮島町 

       〃 千鳥町 

       〃 水江町 

       〃 扇町 

       〃 大川町 

       〃 扇島 

       〃 東扇島 

       〃 殿町３丁目25番１～25番33、26番１～26番７、27番１～27番４ 

       〃 池上新町３丁目４番１～４番７、５番２ 

       〃 東扇島６番１、６番７、７番、８番３、８番４、26番３～26番５、 

                  31番１～31番６に隣接する公有地に隣接する公有水面埋立地 

              〃 浮島町430番の１及び430番の２の公有地に隣接する公有水面埋立地、 

                  430番の２の地先の公有水面埋立地、430番の２の地先の公有地に隣接する公有水

面埋立地、430番の２に隣接する公有地及び430番の２の地先の公有地に隣接する公

有水面埋立地 

   横浜市鶴見区安善町 

              〃 弁天町 

       〃 生麦２丁目 

       〃 大黒町 

       〃 扇島 

       〃 生麦１丁目（首都高速道路横浜羽田空港線以南） 

       〃 末広町（首都高速道路横浜羽田空港線以南） 

       〃 小野町（首都高速道路横浜羽田空港線以南） 
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      神奈川区守屋町２丁目 

       〃  守屋町３丁目 

       〃  守屋町４丁目 

              〃  宝町 

       〃  恵比寿町 

 
２ 根岸臨海地区（面積６．３９ｋ㎡） 

      横浜市中区豊浦町 

             〃 千鳥町 

            磯子区鳳町 

〃 原町（東日本旅客鉄道㈱根岸線と海岸線との間）        

〃 新磯子町 

       〃 新森町 

       〃 新中原町 

       〃 磯子１丁目（東日本旅客鉄道㈱根岸線と海岸線との間） 

              〃 新杉田町（一般国道３５７号線と海岸線との間） 

      金沢区鳥浜町２番１～２番５、７番～11番、12番14、12番21～12番33、12番35～12番47 

 
第２節 特別防災区域の特質 

 

１ 位置及び面積 

  本県では、２地区が特別防災区域に指定されている。このうち京浜臨海地区は、川崎市川崎区及

び横浜市鶴見区、神奈川区の臨海部に位置している。根岸臨海地区は、横浜市中区、磯子区及び金

沢区が接続する臨海部に位置している。 

  なお、特別防災区域全体の面積は、約41平方キロメートルで、全国の特別防災区域面積のおおよ

そ10パーセントを占めている。 

 

２ 地盤、地質 

各特別防災区域は、次のとおり軟弱な地盤及びその上の埋立地から構成されており、地盤の液状

化を起こす可能性が大きい。 

 (1)  京浜臨海地区 

   この地区の地盤は、下末吉台地の周縁及び多摩川に沿って発達する多摩川低地に分布する軟弱

な沖積層からなっている。 

   また、この地区は、大正末期から平成２年にかけて埋立された地域である。 

 (2) 根岸臨海地区 

   この地区の地盤は、下末吉台地の周縁に沿って分布する軟弱な沖積層からなっている。 

   また、この地区は、昭和38年から同48年にかけて埋立された地域である。 

 

第３節 社 会 構 造          

 

１ 沿 革 

特別防災区域には、昭和30年から40年代の高度成長期に、重工業及び重化学工業関連の事業所が

進出し、現在では、石油精製６事業所等を擁する全国有数の石油コンビナートを形成している。 

 

２ 人 口 
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特別防災区域の人口は、別冊資料集「特別防災区域における人口等の現況」のとおりである。 

 

３ 危険物、高圧ガス等取扱事業所 

特別防災区域には、石油関連の特定事業所をはじめ、危険物、高圧ガス等を常時多量に取扱って

いる事業所が多数存在している。 

 

４ 危険物、高圧ガス運送車両 

危険物、高圧ガスの出荷基地を擁する特別防災区域では、危険物及び高圧ガス運送車両の交通量

が多い。 

 

５ 周辺市街地 

  特別防災区域周辺の市街地は、建物の高層化、密集化が進行している。 

 

第４節 特定事業所の現況 

 

１ 特定事業所の概況 

本県の特別防災区域には、平成27年４月現在、２地区合わせて82の特定事業所が所在している。

その地区別の概要は次のとおりである。 

 (1) 京浜臨海地区 

本地区は過密化した地域に施設が集約しており、全国的にみても最も大規模でかつ多数の特定

事業所を擁し、石油精製業、化学工業及び鉄鋼業等の第一種事業所を中心に74の特定事業所が所

在している。 

 (2) 根岸臨海地区 

石油精製業、ガス業及び石油卸売業等の第一種事業所を中心に８の特定事業所が所在している。 

 

   区域面積及び特定事業所数                                      （平成27年４月１日） 

 区  分 区域面積 特定事業所数 第一種事業所 第二種事業所 

 京浜臨海地区   ３５．００ｋ㎡      ７４事業所 ３４事業所    ４０事業所 

  川 崎 市   ２４．０７       ５１       ２６      ２５ 

  横 浜 市   １０．９３       ２３        ８      １５ 

 根岸臨海地区 ６．３９        ８        ３       ５ 

 合   計   ４１．３９       ８２       ３７      ４５ 

 
２ 危険物、高圧ガス施設等の概況 

平成27年４月１日現在における危険物、高圧ガス施設等特定事業所における石油の貯蔵、取扱量

は約1,323万キロリットルである。 

  石油貯蔵量の大部分を占めるのが屋外貯蔵タンクであり、その数は2,245基である。 

  一方、特定事業所における高圧ガスの処理量は、約177,367万Ｎ立方メートル/日である。 

  なお、高圧ガス貯蔵量の大部分を占めるのが、貯蔵タンクであり、その数は281基である。 

   

資料 ２－ １ 特定事業所における石油等の貯蔵、取扱、処理量 

２－ ２ 特定事業所における危険物施設数 

２－ ３ 特定事業所における石油類屋外タンク貯蔵所基数 

２－ ４ 特定事業所における高圧ガス貯蔵タンク容量別数量（石災法） 
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２－ ５ 特定事業所における高圧ガス貯蔵タンク容量別数量（電気・ガス事業法） 

２－ ６ 特定事業所数の推移 

２－ ７  特定事業所における石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガス処理量の推移 

              １２－ ２ 特別防災区域の地盤、地質 

１２－ ３ 特別防災区域における人口等の現況 

１３－ ２ 特定事業所の概要 
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地区別特定事業所立地概況図 

〔京浜臨海地区〕 

（平成２７年４月１日現在） 
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〔根岸臨海地区〕 

（平成２７年４月１日現在） 
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第２編 防 災 組 織 

 

県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所は、総合的な防災体制を確立するため、防災組織

を整備するとともに、相互の連携強化を図る。 

 

第 1 章 石油コンビナート等防災本部及び現地防災本部 

 

１ 体系図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 
２ 石油コンビナート等防災本部 

県は常設機関として、知事を本部長とした防災本部を設置する。防災本部は、本部員及び専門

員等をもって組織する。 

(1)  設置の根拠 

      石災法第27条 

(2)  所掌事務 

    ア 石油コンビナート等防災計画の作成とその実施推進 

  イ 防災に関する調査研究 

  ウ 防災に関する情報収集、伝達 

  エ 災害応急対策及び災害復旧に係る関係機関との連絡調整 

本 
 

部 
 

員 
現

地

本

部

員 

本 部 長 

部 会 員 

（

関

係

市

長

）

特定地方行政機関の長 

知事部内の職員 

県警察本部長 

市  長（特別防災区域所在市） 

消 防 長（特別防災区域所在市） 

特定事業者の代表 

陸上自衛隊第31普通科連隊長 

その他知事が必要と認めて任命する者 

現

地

本

部

長 

専

門

員

幹

事

本部員の属する機関又は特

定事業所の職員から任命す

る者 

第三管区海上保安本部長 

県警察本部長 

県安全防災局長 

市消防長 

市港湾局（部）長  
等、知事が必要と認めて指名する本部員 

関係地方行政機関の職員 

学識経験者 

関係特定事業所の職員 

本部員・専門員の内から指名する者 

（知 事） 
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  オ 現地本部に対する災害応急対策の実施に係る必要な指示 

  カ 国との連絡及び他の都道府県との連絡調整 

  キ その他防災に関する重要事項の実施推進 

(3)  事務局 

防災本部の運営を円滑に実施するため、防災本部に事務局を設置し、県安全防災局工業保安

課職員をもって構成する。 

(4)  本部連絡員 

本部員は、あらかじめ本部連絡員を定めておく。本部連絡員の業務は第５編に記載のとおり

とする。 

 

３ 石油コンビナート等現地防災本部 

本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該

特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、

「神奈川県石油コンビナート等現地防災本部設置基準」に基づき、関係市長を現地本部長とした

石油コンビナート等現地防災本部（以下「現地本部」という。）を設置する。現地本部は、現地本

部員をもって組織する。 

(1)  設置の根拠 

     石災法第29条 

(2)  所掌事務 

ア 災害及び応急対策活動に関する情報の収集及び伝達 

  イ 防災活動現場からの被害等情報の収集及び伝達 

   ウ 防災関係機関及び特定事業所等が実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整                    

エ 防災本部への要請事項の決定 

オ 防災活動等に必要な防災資機材等の調達 

カ 防災本部への情報提供及び報告 

キ 防災関係機関等相互の情報連絡の調整 

ク その他本部長が指示する事項及び応急対策上必要な事項 

(3)  設置基準 

特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、当該区域内で

緊急に統一的な防災活動を実施するために本部長が必要と認めたときに設置する。また、上記

に係らず、関係市長は、「神奈川県石油コンビナート等現地防災本部設置基準」に基づき、現地

本部を設置できるものとする。この場合において、現地本部は本部長が設置したものとみなす。 

  

【神奈川県石油コンビナート等現地防災本部設置基準】 

ア 自然災害 

   (ｱ)  大規模地震対策特別措置法第９条による「警戒宣言」が発令されたとき 

   (ｲ)  関係市内（横浜市及び川崎市）で震度５（強）以上の地震を観測したとき 

   (ｳ)  気象庁が津波予報区の「東京湾内湾」に「大津波」又は「津波」の津波警報を発表し

たとき  

   イ 事故災害 

    (ｱ)  事業所において火災、爆発等が発生し、当該事業所又は共同防災組織、当該事業所を

管轄する消防機関では対応が困難な場合 

   (ｲ)  事業所において火災、爆発等が発生し、災害規模の拡大のおそれがある場合 

   (ｳ)  事業所等の周辺に災害が発生し、事業所等に災害が拡大するおそれがある場合 
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(4) 組織 

現地本部長は、本部長が災害の発生場所等、災害状況を考慮して定めた者若しくは現地本部

を設置した市の市長とし、現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充て

る。 

なお、現地本部員は、自己の代理として所属職員を出席させることができる。 

(5)  設置場所 

現地本部の設置場所は、原則として災害の発生場所の所在する市役所、消防本部・署とする。

ただし、災害の発生場所、発生状況を考慮し、現地本部長が適当と認める場所に設置すること

ができる。 

(6)  事務局 

   関係市の防災主管課（室）が中心となり事務局を構成する。 

(7)  現地本部連絡員 

   現地本部員は、あらかじめ現地本部連絡員を定めておく。現地本部連絡員の業務は第５編に

記載のとおりとする。 

 

４ 災害対策基本法に基づく災害対策本部との関係 

特別防災区域を含む地震災害等広域的な大規模災害が発生した場合には、県の災害対策本部は

防災本部と、また、関係市の災害対策本部は現地本部と一体的な運用を図ることにより、災害の

態様に応じた柔軟かつ機敏な対応を図る。 

 
資料 １１－ １ 神奈川県石油コンビナート等防災本部条例 

         １１－ ２  神奈川県石油コンビナート等防災本部運営要綱 

              １１－ ３  神奈川県石油コンビナート等防災本部員・幹事名簿 

             １１－ ４  神奈川県石油コンビナート等現地防災本部設置基準 

１１－ ５ 現地本部設置方針 

１１－１２ 神奈川県危機管理規則 

１１－１３ 神奈川県危機管理対策本部要綱 

１１－１４ 神奈川県危機管理対策会議設置要綱 

１１－１５ 県・横浜・川崎・相模原 防災・危機管理対策推進協議会設置要綱 
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第２章 特定事業所の防災組織 
 
１ 自衛防災組織 

 (1)  設置の根拠 

     石災法第16条 

 (2)  業務 

   ア  日常時における防災巡回及び点検に関する業務 

  イ  災害時における統轄、指揮に関する業務 

  ウ  災害情報の収集に関する業務 

  エ  防災要員の非常招集に関する業務 

  オ  消火作業等応急措置に関する業務 

  カ  消防機関、防災機関、関連企業等への出動要請、応援要請、災害状況の通報等に関する業務 

  キ  一般従業員の避難誘導に関する業務 

  ク  災害現場周辺の警戒、警備に関する業務 

  ケ  負傷者の応急救護、収容に関する業務 

  コ  防災資機材等の調達支給に関する業務 

  サ  非常食糧、飲料水の備蓄に関する業務 

  シ  報道関係者、来訪者等の応接に関する業務 

  ス  周辺住民に対する防災情報の提供に関する業務 

  セ  その他必要な業務 

 
２  共同防災組織 

(1)  設置の根拠 

   石災法第19条 

(2)  業務 

  ア  構成事業所相互の連携、連絡体制の確立に関する業務 

  イ  防災要員の防災技術向上に関する業務 

  ウ  防災資機材等の整備充実及び維持管理に関する業務 

 

３ 広域共同防災組織 

(1)  設置の根拠 

   石災法第19条の２ 

(2)  業務 

ア 大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等（以下「大容量泡放水砲等」という。）

を用いて行う防災活動に関する業務 

イ 構成事業所相互の連携、連絡体制の確立に関する業務 

ウ 防災要員の防災技術向上に関する業務 

エ 防災資機材等の整備充実及び維持管理に関する業務 

オ 防災関係機関との連絡体制の確立に関する業務 

 

４ 石油コンビナート等特別防災区域協議会 

(1)  設置の根拠 

   石災法第22条 

(2)  業務 

  ア  災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成 
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  イ  災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究 

  ウ  災害の発生又は拡大の防止に関する特定事業所職員への教育の共同実施 

  エ  共同防災訓練の実施 

 
資料 １１－３２  京浜臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 

         １１－３３  根岸臨海地区石油コンビナート等特別防災区域協議会会則 

              １３－ １  共同防災組織の概要 
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第３章 自主防災組織 

 
１ 設置の目的 

災害対策基本法第５条の規定に基づき、地域住民が自ら防災活動の推進を図るため、町内会、

自治会等を単位として設置する。 

 
２  組織構成 

  自主防災組織の編成は、それぞれの規約で定めるところによるが、例示をすると次のとおりで

ある。 

 
情 報 班 

消 火 班 

会  長 救出救護班 

避難誘導班 

給食給水班 

 
３ 留意事項 

特別防災区域内の自主防災組織として、次の事項に留意して住民自ら防災活動の推進を図る。 

  ○ 近隣の特定事業所等と協力し、避難路及び避難地の確保に努める。 

  ○ 近隣の特定事業所等と協力し、防災訓練を行うように努める。 

  ○ 災害の発生に備え、近隣の特定事業所の防災資機材等の共同利用に努める。 

  ○ 近隣の特定事業所との防災・安全情報の相互提供に努める。 
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第３編 災害想定 
 

第１章 防災アセスメント調査の実施 
 

石災法では、「石油コンビナート等防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生

のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うよう努める」

こととされており、前回、平成17年度に消防庁「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（以下

「消防庁指針」という。）に示された手法に準拠して、防災アセスメント調査を実施した。 

一方、平成23年に発生した東日本大震災では、広範囲にわたって危険物施設や高圧ガス施設が被

害を受け、これまで経験したことがないLPGタンクの爆発火災、津波による石油類の大量流出や大規

模火災が発生したことから、東日本大震災の被害状況やこれにより得られた新たな知見をもとに、

消防庁指針が改定された。また、中央防災会議において、新たな地震想定が示された。 

防災本部では、神奈川県石油コンビナート等防災対策検討委員会において、改定された消防庁指

針と新たな地震想定を用い、平成25年度から26年度にかけて防災アセスメント調査を実施し、本県

の特別防災区域において起こり得る災害の相対的な危険性＊を把握するとともに、必要となる予防対

策や対策を講じる場合の優先度等の検討を行った｡ 

 
＊相対的な危険性 

消防庁指針では、たとえばタンクから石油が漏洩したときは、タンクに設置されたバルブを閉じて漏洩を止める

措置や、万一、火災となった場合に消火活動を行うが、こうした措置が失敗した場合と成功した場合について、そ

れぞれの確率を基に想定した災害が、どのように拡大していくかをイベントツリー解析により計算上求めている。

したがって、防災アセスメントで評価した発生頻度・確率は、それぞれの災害が、その頻度・確率で現実に発生

すると捉えるものではなく、個々の施設の「災害の起こりやすさ」を表す相対的な指標として扱っている。 

また、影響度についても同様に、現実に影響が及ぶ範囲として捉えるものでなく、一定の条件を設定した場合の

個々の施設の「災害の影響度」を表す相対的な指標として扱っている。 

 
第１節 調 査 内 容 

 

１ 調査項目 

(1) 平常時の災害想定 

平常時における調査対象施設に係る危険物の漏洩・火災、可燃性ガスの漏洩･火災･爆発、毒

性ガスの漏洩･拡散等の事故を対象とした以下の評価を行った。 

ア 災害の拡大シナリオの展開 

イ 災害の発生危険度（頻度）の推定 

ウ 災害の影響度の推定 

エ 災害の発生危険度（頻度）と影響度に基づいた総合的な評価による災害想定 

(2) 地震時の災害想定 

ア 地震（強震動）による被害を対象とした評価 

県で平成 25 年度から 26 年度にかけて実施した神奈川県地震被害想定調査（以下「地震被

害想定調査」という。）の地震動予測結果を用い、強震動による被害（可燃性液体の漏洩・火

災、可燃性ガスの漏洩・火災・爆発、毒性ガスの漏洩・拡散等）を対象に上記(1)-ア～エの

評価を行った。 

イ 地震（長周期地震動）による被害を対象とした評価 

地震被害想定調査の長周期地震動の速度応答スペクトルを用い、危険物タンク（屋外タン

ク貯蔵所）のスロッシング被害を対象とした以下の評価を行った。 

(ｱ) 長周期地震動の特性とタンクの固有周期に基づいた災害危険性評価 
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(ｲ) 災害の想定・影響評価 

(3) 津波による被害を対象とした評価 

地震被害想定調査の津波浸水予測を用い、津波による被害を対象とした以下の評価を行った。 

ア 東日本大震災等の過去の被害事例に基づく石油コンビナート等の津波被害に関する定性的

評価 

イ 危険物施設の津波・浸水対策に関する調査検討報告書（平成 21 年５月消防庁危険物保安室）

等に基づく津波による危険物屋外タンク貯蔵所の被害に関するシミュレーション及び評価 

(4) 大規模災害による被害を対象とした評価 

発生危険性が極めて低いと考えられるものの発生した時の影響が甚大となると考えられる

大規模災害による被害を対象とした以下の評価を行った。 

ア 可燃性高圧ガスタンクの BLEVE による災害（ファイヤーボールによる放射熱、蒸気雲爆発

による爆風圧及び容器（高圧ガスタンク）の破裂による破片の飛散）及び製造施設等の爆

発による災害（蒸気雲爆発による爆風圧）の影響評価 

イ 防油堤等から海上への石油類流出及び防油堤火災の延焼拡大の影響評価 

 

２ 評価対象施設 

特定事業所が保有する次の施設を対象とした。評価対象施設として抽出された施設は表１のと

おりである。 

(1) 危険物タンク（屋外タンク貯蔵所） 

注）容量 1,000kl 未満の準特定タンク及び小容量タンクを含む。 

(2) 高圧ガスタンク（可燃性及び毒性ガスタンク） 

(3) 毒性液体タンク 

(4) プラント（危険物製造所、高圧ガス製造施設、発電施設） 

(5) パイプライン（導配管） 

(6) 陸上入出荷施設（ローリー、取扱所等） 

(7) 海上入出荷施設（タンカー桟橋） 

 

表１ 評価対象施設の総数 

平成 25 年 10 月現在 （単位：施設） 

施設 
危険物 

タンク 

高圧 

ガス 

タンク 

毒性 

液体 

タンク 

プラント
パイプ 

ライン 

陸上入

出荷施

設 

海上入

出荷施

設 

計 

京浜 

臨海 
1,966 263 29 227 81 343 130 3,039

根岸 

臨海 
 309 39 0 54 1 27 26 456

計 2,275 302 29 281 82 370 156 3,495
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３ 調査の実施手順 

 

平常時の災害
想定

災害の発生・拡大
シナリオの展開

災害の発生危険度
の推定

災害の影響度
の推定

総合的な災害
危険性評価

地震時の災害想定
(強振動による被
害)

地震時の災害想定
(長周期地震動に

よる被害)

長周期地震動
の予測

液面揺動の危険性
の推定

災害の発生・拡大
シナリオの展開

想定災害の
影響評価

評価対象施設の抽出・基礎データ収集
○地区、事業所の状況、重要施設（保安物件等）の状況

○対象施設の位置、諸元、防災設備等
○気象データ（測定局における過去10年間分の風向・風速・日射量等）
○地震データ（震度分布、液状化危険度分布、速度応答スペクトル）

○津波データ（津波浸水予測結果）
○特定事業所、共同防災組織等の防災体制等
○危険物施設、高圧ガス施設等における事故発生状況

防災対策の基本的事項の検討

防災対策の具体的実施に向けた検討

石油コンビナート等防災計画への反映、防災対策の充実・強化

災害の発生・拡大
シナリオの展開

災害の発生危険度
の推定

災害の影響度
の推定

総合的な災害
危険性評価

平常時及び地震時
の評価において発
生した時の影響が
甚大となると考え
られる災害（危険
物の防油堤外への
流出等や高圧ガス
タンクの爆発災害
の拡大等）につい
ての影響評価

大規模災害
の想定

浸水による危険物
タンクの被害（浮
き上がり及び滑
動）の評価

コンビナートが浸
水した場合のその
他の被害や影響の
評価

津波災害
の想定

 
 

 

４ 想定災害の抽出基準 

(1) 平常時の事故及び地震（強震動）による被害 

ア 防災対策上想定すべき災害の考え方 

平常時の事故による被害については、災害の発生危険度と影響度を推定し、この両者を

基に次のような考え方（表２参照）で防災対策上想定すべき災害の検討を行った。 

また、地震（強震動）による被害については、地震被害想定調査における対象地震（表

３参照）の内、本県の特別防災区域において最大の影響をおよぼすおそれのある地震とし

て、地震の発生頻度（確率）も考慮し、以下に示す地震について評価を行った。 

○京浜臨海地区 

都心南部直下地震、大正型関東地震 

○根岸臨海地区 

三浦半島断層群の地震、大正型関東地震 
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表２ 防災対策上想定すべき災害の考え方 

災害の

区分 

平常時の 

事故発生危険度 

「都心南部直下

地震」・「三浦

半島断層群の地

震」の災害発生

確率 

「大正型関東地

震の災害発生確

率 

ﾘｽｸﾏﾄﾘｯｸｽ 対策の考え方 

第１段

階の災

害 

１施設あたり10

万年に 1 件以上

発生 

10万施設あれば

年 1回以上発生 

想定地震により

1 千施設で 1 件

以上発生 

想定地震により

100 施設で 1 件

以上発生 

発生危険度：Ｂ

以上 

影響度：全て 

現実的に起こり得

ると考えて対策を

検討しておくべき

災害 

 

第２段

階の災

害 

１施設あたり

100 万年に 1 件

以上発生 

100 万施設あれ

ば年 1 回以上発

生 

想定地震により

１万施設で 1 件

以上発生 

想定地震により

1 千施設で 1 件

以上発生 

発生危険度：Ｃ 

影響度：全て 

発生する可能性は

相当に小さいと考

えられるが、万一

に備えて対策を検

討しておくべき災

害 

低頻度

大規模

災害 

発生危険度が上

記より低いが、

影響範囲が 200

ｍを超える災害 

発生頻度が上記

より低いが、影

響範囲が 200ｍ

を超える災害 

発生頻度が上記

より低いが、影

響範囲が 200ｍ

を超える災害 

発生危険度：Ｄ,

Ｅ 

影響度：Ｉ 

発生する可能性が

極めて小さく優先

度は低いが、対策

を講ずることが望

ましい災害 
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表３ 想定地震の一覧 

想定地震名 

ﾓｰﾒﾝﾄ
ﾏｸﾞﾆﾁｭ
ｰﾄﾞ 

県内で想定される 
最大震度 

発生確率 

都心南部直下地震 7.3 
横浜市・川崎市を中心に

震度６強 

（南関東地域のＭ７クラスの

地震が 30 年間で 70％） 

三浦半島断層群の地震 7.0 
横須賀三浦地域で震度

６強 
30 年以内 6～11％ 

神奈川県西部地震 6.7 県西地域で震度６強 
（過去 400 年の間に同ク 

ラスの地震が５回発生） 

東海地震 8.0 県西地域で震度６弱 
（南海トラフの地震は 

30 年以内 70％程度） 

南海トラフ巨大地震 9.0 県西地域で震度６弱 
（南海トラフの地震は 

30 年以内 70％程度） 

大正型関東地震 8.2 
湘南地域・県西地域を中

心に震度７ 

30 年以内 ほぼ 0％～5％ 

（ 2 0 0 年 か ら 4 0 0 年 の 発 生 間 隔 ） 

（
参 

考 

地 

震
） 

元禄型関東地震 8.5 
湘南地域・県西地域を中

心に震度７ 

30 年以内 ほぼ 0％ 

（ ２ 千 年 か ら ３ 千 年 の 発 生 間 隔 ） 

相模トラフ沿いの最大

クラスの地震 
8.7 全県で震度７ 

30 年以内 ほぼ 0％ 

（ ２ 千 年 か ら ３ 千 年 あ る い は そ れ 以 上 の 発 生 間 隔 ）  

慶長型地震 8.5 
想定していない 

（ 津 波 に よ る 被 害 の み 想 定 ） 
評価していない 

明応型地震 8.4 
想定していない 

（ 津 波 に よ る 被 害 の み 想 定 ） 
評価していない 

元禄型関東地震と国府

津－松田断層帯の連動

地震 

8.3 
想定していない 

（ 津 波 に よ る 被 害 の み 想 定 ） 
評価していない 

注） 発生確率については「地震調査研究推進本部（文部科学省：平成 27 年１月 14 日現在）」、

「中央防災会議首都直下地震モデル検討会報告書（内閣府：平成 25 年 12 月）」などによる

評価 

 

イ 個々の施設の評価 

個々の施設の評価は、リスクマトリックスを用いて行った。なお、平常時及び地震時

における災害の発生危険度と影響度のランク付けは以下のとおりである。 

 

E D C B A AA

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

影響度

大

小

小 大
災害発生危険度
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災害発生危険度・確率区分             災害の影響度区分 

区

分 

平常時の 

事故発生危

険度 

「都心南部直下地震」・

「三浦半島断層群の地

震」の災害発生確率 

「大正型関東地

震」 

の災害発生確率 

 
区分 影響距離 

AA 10-3/年程度 10-1程度 -  Ⅰ 200m 以上 

A 10-4/年程度 10-2程度 10-1程度  Ⅱ 100m 以上 200m 未満

B 10-5/年程度 10-3程度 10-2程度  Ⅲ 50m 以上 100m 未満 

C 10-6/年程度 10-4程度 10-3程度  Ⅳ 20m 以上 50m 未満 

D 10-7/年程度 10-5程度 10-4程度  Ⅴ 20m 未満 

E 10-8/年程度 10-6程度 10-5程度 

 

(2)  地震（長周期地震動）による被害 

地震被害想定調査において長周期地震動の予測を行っている地震の内、本県の特別防災区

域において最大の影響をおよぼすおそれのある地震として、南海トラフ巨大地震について評

価を行った。 

長周期地震動による被害については、確率的なリスク評価は行わず、想定される長周期地

震動によるスロッシングの最大波高及び溢流量の推定を行い、また、想定される災害の危険

性についての定性的な評価も行い、発生した場合の影響が大きいと考えられる災害について

は、その影響度について定量的な評価を行った。 

(3) 津波による被害 

地震被害想定調査において津波の予測を行っている地震のうち本県の特別防災区域におい

て最大の影響をおよぼすおそれのある地震として、南海トラフ巨大地震について評価を行っ

た。 

津波による被害については、確率的なリスク評価は行わず、想定される津波により施設が

被害を受ける可能性を評価した。危険物タンクについては、「屋外貯蔵タンクの津波被害シミ

ュレーションツール」による被害の予測を行った。プラント（高圧ガス製造施設）について

は、東日本大震災の被害事例に基づき、想定される被害について定性的な評価を行った。 

(4)  大規模災害 

ここでいう「大規模災害」は、石油類の流出が防油堤外さらには事業所外に拡大していく

ような場合、石油類や可燃性ガスの火災・爆発が隣接施設を損傷してさらなる火災・爆発を

誘発して拡大していくような場合である。BLEVE による災害（可燃性高圧ガスタンク）及び製

造施設等の爆発火災を想定した定量的な評価を行った。また、その他の災害として、石油類

の海上流出及び防油堤火災からの延焼拡大による危険性の定性的な評価を行った。 

 

資料  ４－ １ 石油コンビナートの防災アセスメント指針（概要） 

４－ ２ コンビナート保安・防災技術指針 

４－ ３ 油の海上流出 

４－ ４ 異常現象の発生状況 
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第２節 調 査 結 果 

 

１ 平常時における想定災害 

 

平常時の想定災害の概要（全地区） 

地区 第１段階の災害 第２段階の災害 

京
浜
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発・フラッシュ火災による

影響、毒性危険物タンク及び製造施設等の

毒性ガス拡散による影響は、特別防災区域

外に及ぶことがある。 

 

 

特定・準特定タンクの流出火災による影響、

毒性ガスタンクの毒性ガス拡散による影

響、製造施設等のフラッシュ火災による影

響は、概ね特別防災区域内にとどまるが、

特別防災区域の境界に近い施設では特別防

災区域外に及ぶことがある。 

 

特定・準特定タンクの流出火災による影響、

毒性ガスタンクの毒性ガス拡散による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特

別防災区域の境界に近いタンクでは特別防

災区域外に及ぶことがある。 

 

可燃性ガスタンクの全量流出（防液堤外）・

爆発、フラッシュ火災による影響、毒性ガ

スタンク及び毒性液体タンクの全量流出・

毒性ガス拡散による影響距離は算定してい

ないが、影響は大きくなると考えられる。

毒性ガスタンク及び毒性液体タンクの全量

流出・毒性ガス拡散による影響距離は算定

していないが、影響は大きくなると考えら

れる。 

 

根
岸
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発・フラッシュ火災による

影響は、特別防災区域外に及ぶことがある。

製造施設等のフラッシュ火災による影響、

特定・準特定タンクの流出火災による影響

は、特別防災区域外に及ぶことがある。 

 

 可燃性ガスタンクの爆発による影響は、概

ね特別防災区域内にとどまるが、特別防災

区域の境界に近いタンクでは特別防災区域

外に及ぶことがある。 

 

 毒性ガスタンクの全量流出・毒性ガス拡散

による影響距離は算定していないが、影響

は大きくなると考えられる。 
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２ 地震時における想定災害 

 

地震時（都心南部直下地震）の想定災害の概要（京浜臨海地区） 

地区 第１段階の災害 第２段階の災害 

京
浜
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発による影響、毒性危険物

タンク及び製造施設等の毒性ガス拡散によ

る影響は、特別防災区域外に及ぶことがあ

る。 

 

製造施設等の爆発、毒性ガス拡散による影

響は、特別防災区域外に及ぶことがある。

 

 

毒性ガスタンクの毒性ガス拡散による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特

別防災区域の境界に近いタンクでは特別防

災区域外に及ぶことがある。 

 

特定・準特定タンクの流出火災による影響、

製造施設等のフラッシュ火災による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特

別防災区域の境界に近い施設では特別防災

区域外に及ぶことがある。 

 

毒性液体タンクの全量流出・毒性ガス拡散

による影響距離は算定していないが、影響

は大きくなると考えられる。 

可燃性ガスタンクの全量流出（防液堤内・

外）・爆発、フラッシュ火災による影響、毒

性ガスタンク及び毒性液体タンクの全量流

出・毒性ガス拡散による影響距離は算定し

ていないが、影響は大きくなると考えられ

る。 

 

地震時（三浦半島断層群の地震）の想定災害の概要（根岸臨海地区・久里浜地区） 

地区 第１段階の災害 第２段階の災害 

根
岸
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発・フラッシュ火災による

影響は、特別防災区域外に及ぶことがある。

 

製造施設等のフラッシュ火災による影響、

特定・準特定タンクの流出火災による影響

は、特別防災区域外に及ぶことがある。 

 

特定・準特定タンクの流出火災による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特

別防災区域の境界に近いタンクでは特別防

災区域外に及ぶことがある。 

可燃性ガスタンクの爆発による影響は、概

ね特別防災区域内にとどまるが、特別防災

区域の境界に近いタンクでは特別防災区域

外に及ぶことがある。 

 

 毒性ガスタンクの全量流出・毒性ガス拡散

による影響距離は算定していないが、影響

は大きくなると考えられる。 
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地震時（大正型関東地震）の想定災害の概要（全地区） 

地区 第１段階の災害 第２段階の災害 

京
浜
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発による影響、毒性危険物タ

ンク及び製造施設等の毒性ガス拡散による

影響は、特別防災区域外に及ぶことがある。

 

製造施設等の爆発、毒性ガス拡散による影響

は、特別防災区域外に及ぶことがある。 

 

 

 

毒性ガスタンクの毒性ガス拡散による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特別

防災区域の境界に近いタンクでは特別防災

区域外に及ぶことがある。 

 

特定・準特定タンクの流出火災による影響、

毒性ガスタンクの毒性ガス拡散による影響

は、概ね特別防災区域内にとどまるが、特別

防災区域の境界に近い施設では特別防災区

域外に及ぶことがある。 

 

毒性液体タンクの全量流出・毒性ガス拡散に

よる影響距離は算定していないが、影響は大

きくなると考えられる。 

可燃性ガスタンクの全量流出（防液堤内・

外）・爆発、フラッシュ火災による影響、毒

性ガスタンク及び毒性液体タンクの全量流

出・毒性ガス拡散による影響距離は算定して

いないが、影響は大きくなると考えられる。

根
岸
臨
海
地
区 

製造施設等の爆発による影響は、特別防災区

域外に及ぶことがある。 

製造施設等の爆発・フラッシュ火災による影

響、特定・準特定タンクの流出火災による影

響は、特別防災区域外に及ぶことがある。 

 

 可燃性ガスタンクの爆発による影響は、概ね

特別防災区域内にとどまるが、特別防災区域

の境界に近いタンクでは特別防災区域外に

及ぶことがある。 

 

 毒性ガスタンクの全量流出・毒性ガス拡散に

よる影響距離は算定していないが、影響は大

きくなると考えられる。 

 

３ 地震（長周期地震動）による被害 

(1) スロッシング最大波高及び溢流量の推定 

南海トラフ巨大地震の速度応答スペクトルを用い、スロッシング最大波高及び溢流量を推定

した。スロッシング最大波高が余裕空間高さを超える浮き屋根式タンクの基数は、京浜臨海地

区で113基、根岸臨海地区で15基あった。浮き屋根式タンクからの溢流量の最大値は、京浜臨海

地区の782m3である。 

(2) スロッシングによる災害の危険性 

一般に、スロッシングによる危険物タンクの被害形態としては、屋根部からの危険物の溢流、

浮き屋根やタンク付属設備等の破損、浮き屋根の沈降、溢流に伴うタンク周辺での流出火災、

屋根部でのリング火災やタンク全面火災等が考えられる。 

スロッシングに起因する火災の影響に関しては、発生した場合の影響が大きいと考えられる

タンク全面火災、タンク全面・防油堤火災について、影響度の推定を行った結果、輻射熱の影

響範囲は、京浜臨海地区及び根岸臨海地区において特別防災区域外に及ぶ場合がある。 
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４ 津波による被害 

本調査においては、津波による災害の危険性の定性的な評価を行った。ただし、危険物タンク

については、津波による流出量の定量的な評価を行った。その結果は以下の通りである。 

京浜臨海地区における施設の浸水深は最大で 1.05ｍ（南海トラフ巨大地震）であり、根岸臨海

地区においては浸水する施設はない（南海トラフ巨大地震）。 

南海トラフ巨大地震及び大正型関東地震について、シミュレーションツールを用いた浮き上が

り及び滑動の判定を行った結果、いずれの地区においても浮き上がり及び滑動の可能性のあるタ

ンクはなかった。 

高圧ガス施設における南海トラフ巨大地震又は大正型関東地震による最大浸水深は、京浜臨海

地区で 0.17ｍであり、高圧ガス施設の流出はないものと予想される。根岸臨海地区については高

圧ガス施設の浸水はない。ただし、浸水深１ｍ未満においては、計装設備、ガス漏洩検知警報設

備、防消火設備の破損・不具合、動機器・静機器の損傷・不具合、配管・弁等の変形・破損・不

具合、容器置き場等の倒壊・破損、容器の転倒、事務所等の倒壊・破損等の被害の可能性がある。

したがって、京浜臨海地区では、設備の流出等の大きな被害はないと考えられるが、これら設備

の破損・不具合等の被害が考えられるほか、それによる二次災害が発生する可能性も考えられる。

また、浮遊物により、施設が破損する被害を受ける可能性はある。 

 

５ 大規模災害 

(1) 高圧ガスタンクの爆発による災害 

周辺火災等の影響によりBLEVE及びファイヤーボールが生じる場合を想定し、ファイヤーボー

ルによる放射熱、蒸気雲爆発による爆風圧及び容器の破裂による破片の飛散について算定を行

った。ファイヤーボールの放射熱について、11.6kW/m2をしきい値とした場合に2,000ｍ以上に

影響を及ぼすタンクは京浜臨海地区で32基、根岸臨海地区で10基ある。蒸気雲爆発による爆風

圧について、2.1kPaをしきい値とした場合に2,000ｍ以上に影響を及ぼすタンクは、京浜臨海地

区で21基、根岸臨海地区で10基ある。また、容器の破裂による破片の飛散について、2,000ｍ以

上に影響を及ぼすタンクは、京浜臨海地区で21基、根岸臨海地区で10基ある。これらのことか

ら、BLEVEによる災害の影響は非常に大きいため、BLEVE発生の抑制及び災害発生時の緊急対応

等が重要である。 

(2) 製造施設等の爆発による災害 

反応暴走のおそれのある製造施設等について、短時間大量流出ガス爆発を想定し、取扱う可

燃性ガスが最大滞留する箇所においてその全量が蒸気雲爆発する場合の爆風圧を定量的に評価

した。蒸気雲爆発による爆風圧について、500ｍ～1,000ｍの範囲で影響を及ぼす施設は、５施

設ある。このことから、製造施設等の爆発による災害の影響は非常に大きいため、反応暴走の

抑制及び災害発生時の緊急対応等が重要である。 

(3) その他の大規模災害（防油堤から海上への石油類流出・防油堤火災からの延焼拡大） 

ここでは想定される大規模災害の内、タンク本体あるいは配管の大破に起因する災害（防油

堤から海上への石油類流出及び防油堤火災の延焼拡大）を取り上げた。このような災害の発生

は、現在の技術基準からすると考えにくいが、施設の老朽化、施工不良、あるいは管理体制の

問題など評価が困難な要因により、発生する可能性は否定できない。定量的な評価が困難であ

り、発災の抑制及び発災時の緊急対応等が重要である。 
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第３節 防災対策の考え方 

 

防災アセスメント調査で示されたコンビナートにおける防災対策の基本方針を踏まえ防災対策の

考え方を次のとおり整理する。 

 

防災対策の考え方 

想定災害 被害の概況 防災対策の考え方 

平常時の事故  小量流出等に比べて発生確率は低いが、

爆発火災や毒性ガスの拡散等が発生した

場合、影響範囲が広範囲に及ぶおそれがあ

る。 

 爆発火災の発生確率と災害

影響度を下げるための対策を

充実強化する。 

地震(強震動)に

よる被害 

 都心南部直下地震、三浦半島断層群の地

震、大正型関東地震のいずれかの地震が発

生した場合に最大の影響が生じるおそれ

がある。 

 小量流出等に比べて発生確率は低いが、

爆発火災や毒性ガスの拡散等が発生した

場合、影響範囲が広範囲に及ぶおそれがあ

る。 

 爆発火災の発生確率と災害

影響度を下げるための対策を

充実強化する。 

地震(長周期地震

動)による被害 

 南海トラフ巨大地震が発生した場合に

最大の影響が生じるおそれがある。 

 浮き屋根式タンクでスロッシングによ

る溢流のおそれがある。 

 浮き屋根式タンク等のスロ

ッシングの発生抑制に係る対

策を充実強化する。 

津波による被害 南海トラフ巨大地震、大正型関東地震の

津波が発生した場合に施設の浸水深が最

大となる。 

危険物タンクでは、津波浸水による浮き

上がりの可能性はない。 

電気設備等の冠水による被害が想定され

る。 

浸水被害、流出物対策を充

実強化する。 

大規模災害によ

る被害 

高圧ガスタンクの内容物が一度に全量

爆発火災を起こしたと仮定した場合等に

影響範囲が広範囲に及ぶおそれがある。 

避難計画の見直し等のソフ

ト対策を充実強化する。 
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第２章 放射性物質等の災害 
 

１ 試験研究用原子炉施設及び核燃料物質等の輸送に係る事故の被害形態 

    試験研究用原子炉施設及び核燃料物質等の輸送に係る事故からの放射性物質及び放射線の放出

形態については、「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第１編第４章」のとおりとする。 

 

２ 放射性物質取扱事業所の被害形態 

火災や爆発等により、放射性同位元素などの放射性物質が漏洩し、放射線による被ばくにより、

人体等に被害を生じる。 
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第４編 災 害 予 防 計 画                 

 
 特別防災区域に係る危険物等による火災、爆発又は石油等の漏洩、流出その他の災害の発生を未

然に防止するため、特定事業所は、適切な災害想定に基づき保安管理を徹底するとともに自衛防災

体制の整備強化を図る。 

また、東日本大震災では、他県の特別防災区域において地震や津波による甚大な被害が発生した

ことを受け、生命の安全の確保、二次災害の防止、事業の継続性の確保等について改めて確認する

とともに、地震対策、津波浸水対策、長周期地震動対策等、既存の予防対策についても充実強化を

図るよう努める。 

加えて、特別防災区域内の特定事業所における事故件数（地震及び津波による事故を除く。）は平

成６年から増加傾向にあり、近年も依然高い水準にあるほか、平成 23 年から平成 26 年にかけては

４件の重大事故も発生していることから、設備の老朽化対策、緊急停止対応について充実強化を図

るよう努める。 

 県、関係市等の関係行政機関は、特定事業所等に対する諸法令の遵守、各行政指導基準の徹底を

指導するとともに、消防力の増強をはじめとする各種事前対策を総合的に推進する。 

 

第１章 特定事業所における予防対策 

 

 特定事業所は、当該事業所における災害の発生防止に係る責務を有するとともに、当該特定事業

所の所在する特別防災区域で発生した災害の拡大防止に関しても第一次的責任を有することから、

それぞれ地域及び事業所の実態に応じて、施設及び設備の保全をはじめ保安管理の徹底及び自衛防

災組織の確立等の災害予防対策を積極的に実施する。特に、協力会社を含む特定事業所関係者は、

危機管理能力の向上に日頃から取り組む。 

 また、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し、本計画との整合を図りつつ、災害応急対策に係る事項が優先され

る重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努めるとともに、予想

被害からの復旧計画策定、燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプ

ライチェーンの確保等を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努める。 

加えて、大規模地震発生直後における従業員等の安全を確保し、帰宅困難者の発生抑制を図るた

め、従業員等の待機、帰宅の方針等を定めるとともに、日頃から食糧等必要な物資を確保するよう

努める。 

 
第１節 保安管理の徹底 

 
 特定事業者は、自らの責任により積極的に保安確保が継続的に改善されるシステムの構築を図り、

保安確保対策を進めることとし、平常時から危険物、高圧ガス等の各施設設備の保全を図るととも

に、過去の事故事例等を適切に反映させ、安全な管理に必要な保安業務の徹底を期する。 

 このため、特定事業所においては、石災法、消防法、高圧ガス保安法等関係法令に定める保安管

理に関する責務のほか、危険源の把握に努め、危険要因を除去するための対策を積極的に進めると

ともに、次の事項の徹底を図る。 

 
１ 防災保安責任体制の整備 

○ 保安部門は、他部門、特に製造部門から独立させ、安全対策の指揮命令が十分徹底されるよ 

う、事業所内の体制の整備強化を図る。 
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○ 事業所における安全を確保するため、石災法に規定する防災管理者を中心に、総合的な防災

保安監督体制及び所内連絡協議体制を確立するとともに、防災規程、予防規程及び危害予防規

程並びにこれらの規程に基づく各種基準類の定期的な見直しによる充実整備と適正な運用を図

る。なお、当該規程には、特に、夜間、休日における異常事態発生時の通報及び応急体制等の

行動基準について明確に規定する。 

○ 「防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について（平成 26 年 10 月 23 日消防特第 221

号）」に基づき、災害の現場における消防隊への情報提供の体制等を整備するとともに、その情

報提供の内容を事前に想定し、情報提供担当者（消防技術説明者）に周知させておくことを徹

底する。 

 

２ 安全対策に関する取組みの徹底 

○  定期又は臨時点検、整備等を行う協力会社等の作業の安全を確保するため、特定事業所の責

任において、保安担当者の立会い等その管理、監督の徹底を図り、工事等非定常作業時におけ

る安全確保対策に万全を期する。 

また、可燃性混合気体の形成回避に努め、発火源となる静電気等の対策を講じるとともに、

火気使用工事における安全管理の徹底を図る。 

○ 運転開始、停止及び緊急停止並びに運転再開の際に安全適切な操作を実施するため、作業基

準を整備するとともに、必要に応じて適宜改定し、その遵守徹底を図る。 

なお、作業基準は、個々の装置、機器等に即した操作・取扱要領の形にできるだけ具体化し

て整理するとともに、すべての従業員が容易に理解し、記憶できる内容とし、作成にあたって

は、現場の運転員等が積極的に参加する。 

○ 消防庁をはじめ、各種団体が提供する事故事例、事故分析結果、保安情報等の各種情報を活

用し、一層の安全性確保に努める。 

○ 「リスクアセスメント・ガイドライン（Ver.1）（平成27年３月高圧ガス保安協会）」等を参

考に各設備の潜在リスクを把握・評価し、事前に各種対策を講じるよう努める。 

○  事故の直接的要因又は背後要因として人的要因があることを認識し、ハード対策（誤操作防

止措置）やソフト対策（教育訓練の充実）により、適切な予防対策を講じる。 

○ 事業所内の防災責任者による現場特別査察を適宜実施して、災害発生の防止に努めるととも

に、防災管理意識の高揚、啓発を図る。 

○ 船舶荷役作業に対する安全対策として、次のことを実施する。 

・  陸上及び海上作業を統括する管理者の設置等安全管理体制の確立 

・  陸上の装置、船舶係留設備等の定期点検の強化等による安全の確保 

・  作業時の立会い、安全確認等の作業マニュアルの整備徹底 

・  船舶に対する安全管理の徹底並びに陸上及び船舶の連携体制の整備 

 

３ 地震・津波対策 

(1)  強震動対策 

神奈川県地震被害想定調査及び神奈川県石油コンビナート等防災アセスメント調査による施

設等の災害危険性の評価を踏まえ、対策を実施する。 

また、施設等が設計上の耐震性能を有しているか等について再確認し、確認結果に応じて必

要な措置を講じる。 

ア 危険物施設 

危険物施設については、地震・津波対策の推進にあたり、「東日本大震災を踏まえた危険物

施設の地震・津波対策の推進について（消防庁危険物保安室長通知、平成24年１月31日消防

危第28号）」等を踏まえ、必要な措置を講じる。 
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特定屋外タンク（昭和52.2.15以前設置、以下同じ。）は、平成７年１月施行の「新基準」※

１、及び準特定屋外タンク（平成11.4.1以前設置、以下同じ。）は、平成11年４月施行の「新

基準」※２についての適合性調査を行い、耐震改修猶予期限までに補強対策等を講じなければ

ならない。 

なお、耐震改修猶予期限にとらわれることなく早期に改修を図るよう努める。 

また、防油堤等については、「防油堤の漏えい防止措置等について（平成10年3月20日消防

庁通知）」等により対策を講ずる。 

※１ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成６年政令第 214 号）第２条に

よる改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（昭和52年政令第10号）

附則第 3項各号に掲げる基準 

※２ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成11年政令第３号）による改正

後の危険物の規制に関する政令第11条第1項第３号の３及び第４号に定める技術上の基

準 

  イ 高圧ガス施設 

平成９年４月に改正施行された「高圧ガス設備等耐震設計基準（昭和56年10月通商産業省

告示第515号）」及び県が定めた「高圧ガス施設等耐震設計基準（平成２年制定、平成14年４

月改訂施行）」に基づき耐震対策を実施する。 

また、「既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策について（20140519商局第１号・平成26年５

月21日）」に基づき、耐震性向上を図る。 

配管に関しては、「既存配管系耐震診断法のガイド（平成27年3月高圧ガス保安協会）」や 「高

圧ガス配管の耐震性改善簡易チェック手法に関する技術資料（平成26年３月神奈川県）」を参

考に耐震性向上を図る。 

ウ 建築物 

多数の従業員を収容する建築物及び災害対策本部の設置など応急対策活動の拠点となる防

災上重要な建築物は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年10月27日法律第123

号）」に基づき、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努め

るものとする。 

エ 地盤の液状化対策 

地盤の液状化の程度が大きいと判定されたメッシュ（地域）内の事業所は、液状化の詳細

判定を実施するとともに、周辺地盤に適応した地盤改良や構造物の設計を強化する（配管の

かとう性を確保する等）などの対策を講ずるよう努める。 

また、構内道路が液状化した場合は、消防活動の妨げになることから、土嚢等応急復旧に

必要な資機材を準備しておくよう努める。 

(2)  長周期地震動対策（危険物タンクのスロッシング対策） 

特定屋外タンクについては、平成 17 年の関係消防法令の改正による液面高さの適切な管理を

行うとともに、「新基準」※３適合への対策が求められる浮き屋根式特定屋外タンクの浮き屋根に

ついては、災害危険性の評価結果等に応じて計画的に法令の猶予期限までに措置を講じなければ

ならないが、改修猶予期限にとらわれることなく早期に改修を図るように努める。 

また、内部浮き蓋式タンクについても、平成24年に新たに制定された基準に基づいて、対策を

行うとともに、パン型及びバルクヘッド型の浮き蓋については、改修猶予期限にとらわれること

なく早期に改修を図るように努める。 

加えて、溢流の事実を早期に検知できるように、防災監視システム（「６ 事故の早期検知」

を参照）を整備するよう努める。 

※３ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成 17 年総務省令第３号）による改

正後の危険物の規制に関する規則第 20 条の４第２項第３号に定める技術上の基準 
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(3) 津波浸水対策 

「特定事業所等における津波初動対応手引き（平成25年３月神奈川県石油コンビナート等防

災本部）」などを参考にして、「神奈川県津波浸水予測図（平成27年２月（同年６月一部修正） 

神奈川県津波浸水想定検討部会）」で示される津波のうち、特別防災区域において最大の影響を

及ぼす恐れのある津波（南海トラフ巨大地震）による浸水が想定される特定事業所は、各事業

所において想定される被害の態様に応じ、次に示すような浸水による被害を低減するための対

策を講ずるよう努める。 

また、津波警報発表時等、津波による浸水のおそれがある場合における緊急時の対応につい

て検証し、避難を優先とした対応や緊急措置等の対応に関する必要な事項を定めるとともに、

関係者へ内容の周知徹底を行う。 

なお、緊急措置等の対応の検討に当たっては、役割分担等の実施体制、施設等停電時におけ

る対応等についても明確にする。 

ア 緊急停止のための措置等 

      津波警報発表時など、津波による浸水のおそれがある状況において、限られた時間で設備

の安全な停止、危険物等の封じ込め、他設備との縁切り等を図るための措置を講じる。 

イ 保安用設備等の機能の確保 

津波等災害発生時においても、特定防災施設等、防災資機材等その他保安用設備（計器室、

予備動力源等）の機能を維持若しくは応急措置により直ちに復旧できるよう必要な対策を講

じる。 

ウ 容器（ボンベ）、タンクローリー等の流出防止措置 

津波により容器、タンクローリー等が流出することを防止するため、容器の固定措置やタ

ンクローリーの退避等の措置を講じる。 

  エ 禁水性物質の浸水対策 

    危険物の規制に関する政令別表第 3 に定める第三類に区分される危険物のうち、禁水性物

質に該当するものは、津波により海水と反応して被害を拡大させる可能性が考えられるため、

浸水対策を十分に行う。 

オ 係留船舶の安全対策 

緊急離桟に備えた設備や支援体制の確保、係留避泊の対応について必要な対策を講じる。 

 

４  施設、設備等の老朽化対策 

近年の異常現象を発生原因別にみると、劣化や構造設計不良等の設備面での要因が多く、発生

場所は配管系からの漏えいが最も多くなっている。これらを踏まえ、施設、設備等の耐用年数、

稼働状況、腐食率等を考慮した点検基準を作成し、適切に点検を行い、必要な改善計画を立てる

よう努める。 

(1)  配管 

埋設配管は、設計時に腐食劣化について十分な検討を行い、腐食危険性、点検時のポイント

等をリストアップし、腐食開孔部の早期発見に努める。 

高圧ガス配管については、配管腐食に起因する高圧ガス漏洩事故の防止を図るため、「高圧

ガス配管外面腐食検査に係る技術資料（平成19年３月神奈川県）」を参考に外面腐食防止対策

を講じるほか、保温材下の外面腐食に関しては、「石油精製業及び石油化学工業における保温

材下配管外面腐食（CUI）に関する維持管理ガイドライン（平成24年２月一般社団法人 エンジ

ニアリング協会）」を参考に適切に維持管理を行う。 

(2)  タンク本体 

現行法令に基づく各種検査・点検のほか、「屋外タンクの定期点検における側板の点検方法等

に関する指針（平成 17 年３月総務省消防庁）」に基づく側板の点検を実施する。また、重油等
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の加温タンクについては、断熱材部分の点検を重点的に行う。 

 

５  緊急停止装置、保安電力等の安全対策 

関係法令に定める技術上の保安措置を適切に講じるほか、危険物等関連施設に対しても、フェ

イルセイフ設計による施設の緊急停止装置及び緊急遮断弁等保安設備の整備を図るとともに、当

該保安設備の操作のための予備動力源の確保を図る。 

緊急停止にあたっては、マニュアルを整備し、緊急停止責任者及び不在時の代行者をあらかじ

め指定するとともに、運転停止については責任を問わない旨を明確に規定する。 

また、トラブルの原因を追究して必要な措置を講じ、慎重に安全を確認したうえでなければ運

転を再開してはならない。この場合にも必ず、指定された実施責任者又はその代行者が十分確認

のうえ、その指示命令のもとに行う。 

 

６ 事故の早期検知 

  事故の災害拡大防止のため、次の要件を満たした防災監視システムを配備するよう努める。 

○ 夜間・休日等の人員が少ない時においても運転監視が支障なく行えること 

○ 異常の早期検知が可能で、かつ検知の信頼性が高いこと 

○ 検知情報の判断・判定に対する支援機能を有すること 

○ 誤操作の防止措置がとられていること 

 

７ 原子力災害に対する緊急措置 

「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第２編第１章第２節３（１）」及び「神奈川県

地域防災計画～風水害等災害対策計画～第 10 編第１章第２節１(１)」に基づき実施する。 

 

第２節 相互連携体制の整備 

 

 特定事業所は、平常時における予防対策の推進並びに災害時における応援協力体制確立のため、

事業所間相互連携体制の整備強化を図る。 

 

１ 平常時における連携体制の整備 

特定事業所は、災害時における相互応援の円滑な実施に資するため、保安上必要があると認め

られる場合、相互に通報、連絡するなど平常時から連絡協調に努める。 

 
２ 非常時における連携体制の整備 

特定事業所は、災害時において必要に応じ、相互に応援する。この場合、相互応援措置の円滑

な実施を図るため、あらかじめ次の事項について応援協定を締結する。 

 (1)  組織及び応援部隊の編成 

 (2)  応援要請時の連絡方法及び連絡系統 

 (3)  応援時の指揮命令系統 

 (4)  相互応援に必要な費用分担及び補償に関する事項 

 (5)  応援者の業務 

  ア 非常線の監視、報道機関の対応、非常炊出し、その他被災時における側面的な援助及びそ

れに必要な資機材、人員の調達 

    イ 地域全般にわたる事故災害の発生又は発生のおそれのある場合の共同防災措置及びそれに

必要な人員及び資機材の提供 

  ウ 被災事業所からの要請による応援消防隊の派遣 
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  エ 消火に必要な人員、設備、資機材の調達 

  オ その他被災事業所からの要請による事項 

 (6)  その他応援に必要な措置 

特定事業所は、自らの事業所の安全を確保した場合には、相互応援とともに、事業所施設で

ある広場等を避難場所等として開放するなど、地域社会における防災対策への協力に努める。 

                                                                             
第３節 消防力の整備強化 

 
１ 自衛防災組織 

特定事業所は、その防災体制が実態に即応できるよう自衛防災組織の充実等を図ることを徹底

し、特定事業所以外の事業所についても、その実態から必要と認められる場合は、積極的に自衛

防災体制を整備するよう努める。 

なお、大規模地震が発生した場合には、市街地においても多数の火災や建物倒壊等の被害の発

生が想定され、公設消防隊がコンビナート地区において十分対応できないことも予想されるので、

自衛防災組織や共同防災組織のみの防災体制も整備するよう努める。 

(1) 防災要員に対する技術教育 

  ア 防災資機材等の操作 

    イ  災害態様に応じた防ぎょ活動 

  ウ  危険物等の性状と消火 

  エ その他必要な技術教育 

(2) 防災資機材等の管理 

    ア  大型化学消防車等の点検整備 

  イ  オイルフェンス展張船等の点検整備 

  ウ  消火薬剤等の維持管理 

  エ  オイルフェンスの維持管理 

  オ  その他の防災資機材等の維持管理 

 

２ 共同防災組織 

共同防災組織は、防災要員及び保有防災資機材等の質的、量的充実強化とあわせて、必要に応

じ、地域と関係事業所の実態に即応した防災活動を実施するよう徹底する。 

(1)  自衛防災組織との連携 

    ア  構成事業所の施設、設備の実態把握 

  イ  構成事業所の自衛防災組織並びに保安に関する業務を行っている者への協力 

  ウ  通報連絡体制の確立 

  エ  共同防災組織の指揮系統の確立 

(2)  防災要員に対する技術教育 

(3)  防災資機材等の管理 

 

３ 広域共同防災組織 

広域共同防災組織は、防災要員及び保有防災資機材等の質的、量的充実強化とあわせて、必要

に応じ、地域と関係事業所の実態に即応した防災活動を実施するよう努める。 

(1)  自衛防災組織及び共同防災組織との連携体制の確立 

    ア  構成事業所の施設、設備の実態把握 

  イ  構成事業所の自衛防災組織並びに保安に関する業務を行っている者への協力 

  ウ  通報連絡体制の確立 
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  エ  広域共同防災組織の指揮系統の確立 

(2)  防災要員に対する技術教育 

(3)  防災資機材等の管理 

 

４  相互応援体制 

各自衛防災組織及び共同防災組織は、災害時において相互に応援、協力して防災活動を実施す

るため、あらかじめ次の内容を定めた応援協定を締結する。 

(1) 組織及び応援部隊の編成 

(2) 応援要請時の連絡方法及び連絡系統 

(3) 応援時の指揮命令系統 

(4) 相互応援に必要な費用分担及び補償に関する事項 

(5) 応援者の業務 

(6) その他応援に必要な措置 

 
第４節 防災教育、防災訓練の実施 

 
 特定事業所は、協力会社も含めた全従業員を対象に、次のとおり防災教育及び訓練を計画的かつ

確実に実施し、平常時の安全確保と災害時の応急活動の万全を期する。 

 
１ 防災教育  

○ 平常時から、操作ミス、不注意あるいは作業基準に定める作業手順の省略等惰性、慣れから

基本的な安全確認を怠ることのないよう、作業基準、点検整備基準等の安全保安教育を徹底す

る。 

また、過去の事故事例等を活用して異常事態を想定し、的確な判断能力の付与及びその際と

るべき措置の周知徹底、火災、爆発等の事故時の作業員の役割等を重点とした、協力会社を含

めた安全保安教育を実施する。 

○ 地震、津波、風水害等の異常な自然現象に関する知識を習得するとともに、自然災害による

被害の低減を図るための従業員の役割等を重点とした、協力会社の社員を含めた安全保安教育

を 実施する。 

○  予想される装置のトラブルに速やかに対処できるよう、運転技術の向上及び運転装置、関連

層置の習熟を図る。 

○  事業所設備の操作・保守及び管理に従事する者を企業内講習会、企業外講習会などに積極的

に参加させ、資格取得に対する援助をするなど全体のレベルアップを図る。 

自衛防災組織の統括等防災業務の中心的役割を担う防災管理者等を、防災業務に関する研

修・講習に積極的に参加させ、一層の能力向上が図られるよう努める。 

  

２ 防災訓練 

○ 公設消防隊、共同防災組織及び広域共同防災組織並びに近隣の特定事業者等と合同の総合訓

練を実施し、地域防災体制の確立を図る。 

○ 訓練は、特に、設備の新設、組織変更、人事異動等があった時はその都度実施するように努

め、迅速的確な対応が行えることを確認し、訓練を実施した際に生じた問題点をマニュアル等

に反映させるとともに、次回訓練時にその検証を行う。 

○ 作業基準に沿った装置の緊急停止訓練等個別訓練を実施し、作業基準の徹底を図る。 
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第５節 啓 発 活 動 

 
 毒性ガスを扱うタンクやプラントで災害が発生した場合、ガスの拡散による影響範囲は火災や爆

発に比べてかなり大きくなり、周辺地域の住民などへ影響を与える可能性も想定される。また、石

油類の火災の場合、輻射熱による直接的な影響はほぼないにしても、走行中の車両に対して煙によ

る視界不良により交通事故を引き起こすことも懸念される。可燃性ガスが拡散した場合には、近く

を走行中の車が着火源となることも考えられる。  

そのため、特定事業所は事業所の保安に向けた取組や防災体制について、適切な情報発信を行う

ほか、コンビナートにおけるリスクについても、周辺住民の理解促進を図るよう努める。 

 
 

資料  ５－ １ 危険物、高圧ガス施設等の保安措置 

５－ ２ 施設、設備の点検整備 

５－ ３ 施設、設備の運転停止時・開始時の安全措置 

５－ ４ 特定事業者間の相互連携措置 

１１－３４ 川崎市内の４共同防災組織における相互応援確認書 

１２－ ５ 神奈川県高圧ガス施設等耐震設計基準 

           １２－ ６ 防災上重要建築物等耐震診断基準 

１２－ ７ 神奈川県耐震性判定指標値 

１２－ ８ 高圧ガス施設に係る行政指導基準 
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第２章 関係行政機関等における予防対策 

  
関係行政機関は、特別防災区域における災害の未然防止と発災時の応急措置が迅速かつ効果的に

実施できるように特定事業所等に対する指導監督、消防力の整備等あらかじめ講ずべき対策をそれ

ぞれの権能と責任において実施し、相互の協力により一体的防災対策を推進するとともに、災害状

況に応じた業務継続性の確保を図ることにより、石油コンビナート等防災対策の万全を期すことに

加え、特定事業所等に対する諸法令の遵守、各行政指導基準の徹底を指導するとともに消防力の増

強をはじめとする各種事前対策を総合的に推進する。 

 
第１節 特定事業所等に対する指導監督 

 
 県、関係市等の関係行政機関は、それぞれ石災法、消防法、高圧ガス保安法等の関係法令に基づ

く立入検査の実施及び許認可、届出等の機会を通じて、危険物、高圧ガス、毒劇物を有する特定事

業所等を指導、監督するとともに、自主保安体制の確立に向けて適切な助言を行い、災害の未然防

止と防災体制の強化に努める。 

 
１ 立入検査 

 (1)  関係行政機関による立入検査 

関係行政機関は、それぞれの立入検査権能に基づき、危険物、高圧ガス、毒物及び劇物等の

安全取扱いと適正管理、消防、保安施設設備等の維持管理、各種規程類の整備状況等について

定期及び随時に立入検査を実施する。 

なお、関係行政機関は、相互に連携を図り、必要に応じて立入検査の結果等について、情報

交換に努める。 

 (2)  防災関係機関による合同立入検査 

特定事業所等における防災対策の適正化を図るため、災害の発生状況、発生原因及び特定事

業所等の防災体制の現状等を踏まえ、各関係行政機関が協力して合同立入検査を定期及び臨時

に実施する。 

 

２ 防災教育及び訓練 

 (1)  防災要員等に対する教育、訓練 

県及び関係市（消防機関）は、防災要員等を対象に、関係法令をはじめ地震災害、産業災害

に係る教育を行うほか、災害防ぎょ活動の教育、訓練を実施する。 

 (2)  防災管理者研修会 

    県は、事故の未然防止を図るため、防災管理者を対象とした研修会を開催する。 

(3) 事故情報の積極的な提供 

   県及び関係市（消防機関）は、県内特別防災区域内で発生した異常現象等について、特定事

業者に対し積極的に情報提供を行うよう努める。 

 

第２節 石油コンビナート等防災施設等の整備 

 
 石油コンビナートに係る多種多様な災害に対応するため、関係行政機関は防災施設等の整備充実

に努める。 

 
１ 県 

(1) 防災資機材の整備 
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    県は、泡消化薬剤等の防消火資機材について整備を行う他、石油コンビナート等特別防災区

域協議会等と連携し、先進的な防消火資機材についても導入を促進する。 

(2) スロッシング予測システム 

県は、スロッシング波高を計算し溢流の可能性を即時に予測するシステムを運用しているが、

必要に応じて改善、見直しを行い、より効率的な運用を図る。 

 

２ 関係市  

 (1)  消防力の整備 

ア  消防車両の整備 

石災法に基づく三点セット（大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車）をはじめ、

化学消防車等の特殊車両の計画的整備を推進する。 

イ  消防車両の適正配置 

特別防災区域を所管する消防署、出張所の位置及び建設計画とあわせて消防車両の適正な

配置を図る。 

ウ  水上消防力の整備強化 

        特別防災区域の地形的な特殊性を考慮し、消防艇を中心とした水上消防力の整備強化を図

る。 

    エ  消防用資機材の整備強化 

・  エアフォームノズル、オイルフェンスをはじめ、呼吸器、耐熱服及び破壊器具等消防用

資機材を計画的に整備増強する。 

    ・  泡消火薬剤及び油処理剤について、保有量の増強と備蓄タンクの設置を検討し、備蓄基

準を作成するほか、水溶性危険物の火災に対応するため、耐アルコール泡消火薬剤の備蓄

についても整備強化を図る。 

          また、補助的施策として消火薬剤等の保有取扱業者から緊急調達の方策を講ずる協定等

の締結を推進する。 

 (2)  防災道路の整備等 

特別防災区域の安全性をより一層高めるため、道路、運河・河川、公園緑地、耐火建築物を

構成要素として組み合わせるとともに、新たな緑地等を計画的に配置していけるよう、防災空

間の確保に努める。 

 

第３節 海上流出油防災体制の整備 

 

１ 東京湾排出油等防除協議会等 

(1) 東京湾排出油等防除協議会 

東京湾排出油等防除協議会は、東京湾において大規模な油又は有害液体物質（以下「油等」

という。）排出事故が発生した場合の防除活動について連携を図り、必要な事項を協議するとと

もに、湾内の各排出油等防除協議会の防除活動の総合調整を行うことを目的に組織し、次の業

務を行う。  

   ア 東京湾排出油等防除計画の協議 

   イ 管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合調整 

   ウ 排出油等の防除に必要な資料の収集及び提供 

   エ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

   オ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

(2) 横浜管内及び川崎管内排出油等防除協議会 

横浜及び川崎の各港及び周辺海域において大規模な油等排出事故が発生した場合の防除活動
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について連携を図り、必要な事項を協議し、その実施を推進することを目的に組織し、次の業

務を行う。 

  ア 排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）の作成 

  イ 排出油等の防除に関する技術の調査及び研究 

  ウ 排出油等の防除に関する教育及び共同訓練の実施 

  エ その他排出油等の防除に関する重要事項の協議 

 

２ 防災資機材等の整備 

防災関係機関、特定事業所等は、オイルフェンス、油処理剤等、油流出事故に対する防除資機

材等の整備充実に努める。 

  
３ 京浜臨海地区海域における運河遮断施設の整備 

特定事業所等は、京浜臨海地区海域において大量の油流出事故が発生した場合、状況に応じて

各運河等をオイルフェンスで遮断し、災害の拡大を防止するため、スライディングジョイント、

オイルフェンス巻取機等の施設設置に努める。  

  
第４節 防災訓練の実施 

 

 関係行政機関は、特別防災区域において災害が発生した場合における迅速かつ的確な災害応急対

策活動を実施するため、特別防災区域外に影響が及ぶことも想定して総合訓練又は個別訓練を、防

災関係機関、特定事業所等及び地域住民との連携協力のもとに、年間計画等に基づき、日頃から実

施に努める。 

 

１ 訓練種目 

 (1) 石油コンビナート等防災本部運営訓練 

 (2)  災害予防型訓練 

  ア 地震情報等伝達訓練 

    イ 非常参集訓練 

 (3)  発災対応型訓練 

  ア 事業所による防災本部の設置・緊急措置訓練 

  イ 災害情報等伝達訓練 

  ウ 非常招集訓練 

  エ 災害通報・応援要請等訓練 

  オ 陸上流出油防ぎょ訓練 

  カ 出動（資機材集中）訓練 

  キ タンク火災消火訓練 

  ク タンク漏洩・拡散防止訓練 

ケ 大容量泡放水砲等出動・設定訓練 

  コ 海上流出油防除訓練 

  サ 津波対策訓練 

  シ 船舶火災等消火訓練 

  ス 救出・救護訓練 

  セ 避難訓練 

  ソ 住民広報訓練 

  タ 警備交通規制訓練 
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  チ その他災害対策上必要な訓練 

 

２ 実施方法 

  災害想定に基づき、予想される事態に即応した場所を選定し、当該予想事態における災害の発

生及び拡大の防止を図るために必要な訓練を図上又は実地にて実施する。また、大容量泡放水砲

等出動・設定訓練にあっては、大型タンク全面火災など大規模災害を想定し、迅速な応急体制の

確立、広域応援要請等の災害の拡大防止、二次災害の防止を図るために必要な訓練を広域共同防

災組織等と共同して図上又は実地にて実施する。 

 
第５節 啓 発 活 動 

 
県及び関係市はコンビナート災害の影響が周辺住民に及んだ場合に円滑に避難行動が取れるよう、

周辺住民に対し、継続的に情報提供を行い、必要な防災意識の普及啓発に努める。 

 
第６節 米海軍鶴見貯油施設との連絡体制 

 
 米海軍鶴見貯油施設は、京浜臨海地区に所在し、第一種事業所に相当する危険物関係施設を有し

ている。県及び横浜市は同貯油施設について、災害の未然防止、発災時の消防機関への連絡、災害

が付近住民へ及ぶことがないような措置及び隣接事業所等の災害時における防災活動の相互応援等

災害対策に関し緊密な協力体制を維持するよう日頃から米海軍当局と相互に調整を図る。 

 
第７節 航空機事故による災害の防止 

 

  特別防災区域の上空においては、航空法第81条の規定による国土交通省航空局の指導がされてい

るが、国、県及び関係市は、航空機事故による災害の発生を防止するため、次に掲げる災害の防止

対策に努めるものとする。  

 

１ 航空安全確保に関する措置 

 (1)  特別防災区域上空における規制措置 

   東京空港事務所は、次により航空機の運航の監督及び行政指導の強化を行う。 

    ・ 特別防災区域における航空法第81条但し書きの許可（省令に定める高度以下での飛行の許

可）は行わない。 

    ・ 東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として、特別防災区域上空を避け適切な飛行コ

ースを取らせる。 

   ・ 東京国際空港に離着陸する航空機以外の航空機は、特別防災区域上空における飛行を避け

るとともに、やむを得ず飛行する場合は、高度3000フィート（約900ｍ）以下の飛行は行わせ

ない。 

 (2)  防災関係機関の対策 

    ア 国土交通省航空局 

      ・  特別防災区域（川崎石油コンビナート地域）上空の飛行経路・飛行回数を変更する際、

県及び関係市に十分な事前調整を実施する。 

     ・  県、関係市、その他関係機関が行う防災対策を支援する。 

  イ 東京空港事務所                                         

東京空港事務所は、航空機の墜落事故による災害の発生を未然に防止するため、次の予防

措置を行うとともに、訓練の実施など、不測の事態の発生に備える。   
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    (ｱ)  安全運航の徹底を図るための指導・監督 

    (ｲ)  航空に関する防災知識の普及 

   ウ 県及び関係市 

       必要に応じ東京空港事務所に対し、航空機の運航の監督及び行政指導の強化を要請する。 

    エ 連携強化                                               

国、県、関係市は、特別防災区域（川崎石油コンビナート地域）における航空機事故によ

る災害発生の未然防止と拡大防止を図るため、連携の強化を図る。 

 

          電話番号 FAX 番号  

 東京空港事務所 03(5757)3000 03(5756)1511  

 神奈川県安全防災局 045(210)1111 045(210)8829  

 川崎市総務局危機管理室 044(200)2890 044(200)3972  

 川崎市消防局 044(223)1199 044(223)2619  

 

２ 災害予防対策、災害応急対策の実施                            

特別防災区域において、航空機事故による災害発生の未然防止のための災害予防対策及び災害

の発生又はそのおそれがある場合の応急対策は、本編及び「第５編 災害応急対策計画」による

ほか、災害の状況に応じ県及び関係市の地域防災計画を準用し、必要な措置を実施する。  

 
第８節 原子力災害に対する防災体制の整備 

 
「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第２編第１章第２節３(２)」及び「神奈川県地

域防災計画～風水害等災害対策計画～第 10 編 第１章第２節１(２)」に基づき実施する。 
 

資料 １１－１９ 神奈川県化学消火薬剤備蓄管理要綱 

１１－２０ 化学消火薬剤の備蓄管理に関する協定書【横浜市】 

１１－２１ 化学消火薬剤の備蓄管理に関する協定書【川崎市】 

１１－２２ 化学消火薬剤の備蓄管理に関する協定書【横須賀市】 

１１－２３ 化学消火薬剤の備蓄管理に関する協定書【ＪＸ日鉱日石エネルギー株式 

会社根岸製油所】 

１１－１３ 県・横浜・川崎防災・危機管理対策推進協議会設置要綱 

１１－３５ 石油コンビナート等防災資機材の保管に関する協定書 

１１－２９  東京湾排出油等防除協議会会則 

１１－３８ 危険物タンクのスロッシング被害予測システムの運用にかかる機器の設

置及び管理に関する協定書 

１２－１５ 石油コンビナート地域における航空機事故による産業災害の防止について 

１２－１６ スロッシング予測システムについて 
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第３章 公共施設等の安全対策の推進 
 

「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第２章第３節及び第６節」に基づき実施する。 



第４章 避難計画の策定 

第４編 災害予防計画｜49 

第４章 避難計画の策定 
 

１ 関係市 

    関係市は、爆発等の影響が特別防災区域外にも及ぶような大規模な災害も想定したうえで、災

害発生時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、住民等を対象に次の事項を内容とした避難計

画を随時見直す。 

 (1)  避難勧告又は指示を行う基準 

 (2)  避難勧告又は指示の伝達方法 

 (3)  避難地の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

 (4)  避難地への経路及び誘導方法 

 (5)  避難地等の整備に関する事項 

  ア 収容施設 

  イ 給水施設 

  ウ 情報伝達施設 

 (6)  避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

 

２ 特定事業所 

  特定事業所等は、災害時に迅速かつ的確な避難が行えるよう、従業員はもとより協力会社の社

員や来訪者も含めた関係者全てを対象に、次の事項を内容とした避難計画を策定し、関係者へ内

容の周知徹底を行う。 

 (1)  避難体制 

  ア 指揮命令系統 

  イ 避難指揮者 

  ウ 情報伝達施設 

  エ 避難場所 

  オ 避難場所への経路 

 (2)  避難の実施 

  ア 避難命令を行う基準 

  イ 地震情報等及び避難命令の伝達方法 

  ウ 避難場所への誘導方法 

  エ 海上避難方法 

 (3)  避難に関する教育、訓練の実施 

 

＊地震情報等とは、津波警報等〔津波警報（大津波）、津波警報（津波）、津波注意報〕及び震度速

報、震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報等の地震・津波に関する情報をいう。 
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第５章 情報連絡体制の整備 
 
 異常現象その他の災害情報及び地震情報等を迅速、的確に受理、伝達するため、必要な体制の整

備を図る。 

 
第１節 連絡体制の確立 

 

 県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所等は、次により災害情報の受理、伝達に必要な連

絡体制の確立を図る。 

 

１ 県 

    県は、その内部組織に対応した情報連絡体制を整備確立し、応援要請が必要となる場合を考慮

して、自衛隊、隣接他都県、防災関係機関等に対してあらかじめ相互連絡を講じておくものとす

る。 

 

２ 関係市 

  関係市は、当該市の内部組織に対応した情報連絡体制を整備確立し、災害情報活動に万全を期

する。 

 (1) 消防機関 

  ア 災害発生特定事業所等からの通報受理 

  イ 偵察隊の派遣等による積極的情報収集活動 

  ウ 当該市の防災主管課関係部局、県、隣接関係市の消防部局、防災関係機関等との相互連絡 

 (2) 防災主管課 

  ア 消防部局及びその他関係部局との相互連絡 

  イ 県（安全防災局）との相互連絡 

  ウ 隣接関係市の防災主管課との相互連絡 

    エ 防災関係機関等との相互連絡 

 

３ 上記以外の防災関係機関 

  上記以外の防災関係機関は、各々その組織を通じて所掌の情報収集に努めるとともに、応急対

策を効果的に実施するため 、相互に情報連絡を行う体制を確立する。 

 

４ 特定事業所等 

  特定事業所等は、災害の発生、進展状況に応じた連絡、通報等を行うため連絡、通報組織の確

立、通報責任者及び情報処理担当者の選任等万全の体制を確立する。 

 

第２節 防災通信網の整備 

  

 県、関係市及び特定事業所は、災害情報等の収集、伝達のため、防災通信網を整備する。 

  

１ 県 

   県は、「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第 3章第 1節」で定めるもののほか、関係

市（消防機関）、共同防災組織及び特定事業所との緊密な連絡を確保するため、神奈川県石油コン

ビナート等防災相互無線の効率的な運用を図るとともに、より機能的な災害時の情報の収集伝達

体制の整備を図る。 
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 (1) ファクシミリ一斉同報システム 

   県は、ファクシミリ同報サービスにより、定期的に通信受伝達訓練を実施し、共同防災組織、

特定事業所との間で迅速な情報の受伝達が行えるよう努める。 

 (2)  石油コンビナート等防災相互無線                                              

   ファクシミリ一斉同報を補完するものとして、石油コンビナート等防災相互無線による通信

受伝達訓練を定期的に実施し、関係市消防機関、共同防災組織、特定事業所等の間で迅速な情

報の受伝達が行えるよう努める。 

 

                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
２ 関係市 

    関係市は、事業所及び住民等に対する災害情報の提供及び被害情報の収集、伝達手段の整備に

努める。 

 
３ 特定事業所 

  特定事業所は、災害発生時等における通信手段として、神奈川県石油コンビナート等防災相互

無線局の適正な管理、運用を図るほか、非常通信体制の整備を推進する。 

 

資料 ６－ １ 通信発信文例 

６－ ２ 石油コンビナート等特別防災区域ファクシミリ一斉同報の情報伝達事項 

６－ ３  神奈川県石油コンビナート等防災相互無線系統図

 
消防機関 

 

 
共同防災

組 織 等

 

 
特定事業所 

防災行政通信網 
【一斉指令】 

防災相互無線 
【一斉通報】 

防災相互無線 
【一斉通報】 

ｉＦＡＸ 
 【一斉同報】 

ファクシミリ 
【受信確認】 

    音 声 

    ＦＡＸ 

【凡 例】 

 

 

 

 

 
県 
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第６章 防災に関する調査研究 

 
  石災法等関係法令の運用並びにこの計画の整備充実に資するため、特別防災区域、特定事業所等

の実態をはじめ、災害の特性、災害の防止等に関する調査、研究を必要に応じ実施し、その成果に

ついて十分な活用を図る。 

 
１ 特別防災区域及び特定事業所等の実態調査 

  関係行政機関は、特別防災区域及び特定事業所等に係るそれぞれの所管事項について、実態の

把握、整理に努め、必要な場合は、相互に情報の交換を図る。 

 

２ 地震動特性調査 

  県（防災本部）は、特別防災区域内各地の地盤特性等による短周期及び長周期地震動の現われ

方を把握するため、関係事業所等の協力を得て当該区域内に設置している地震計の観測データを

随時、調査、集積、分析することによりその後の地震対策に資する。 

 

３ 特別防災区域に係る災害原因等の調査研究 

  関係行政機関及び石油コンビナート等特別防災区域協議会は、特別防災区域で発生した災害の

原因等の調査を実施し、今後の防災対策の強化に努めるとともに、災害の態様、規模等の特殊性

から、特に調査研究を要するものについては、適宜調査研究会等を開催し、共同して調査研究を

推進する。 

 

４ 防災技術等に関する調査研究 

  関係行政機関は、独自に又は専門機関等に委託して調査研究を推進し、その成果の有効な活用

を図る。 

 

５ 京浜臨海地区の防災対策及び防災空間に関する調査研究 

  京浜臨海地区には、危険物施設等が集積している一方、隣接地域には密集市街地が存在するた

め、防災性の一層の向上が必要となっている。  

    このため、県、横浜市及び川崎市は「県・横浜・川崎・相模原防災・危機管理対策推進協議会」

を中心に、臨海地域の防災対策及び防災空間の確保等について調査研究を進める。 
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第５編 災害応急対策計画 

 

 特別防災区域に係る危険物等による火災、爆発、石油等の漏えい若しくは流出その他の事故又は

地震、津波その他の異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害の

発生及び拡大を防止するため、県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所等は、相互に協力し

て一体的な応急活動体制を確立し、災害の防ぎょ等応急対策を迅速かつ的確に実施する。 

 

第１章 応 急 活 動 体 制            

 

第１節 石油コンビナート等防災本部 

 

防災本部は、災害発生時には「第２編防災組織 第１章防災本部 ２ 石油コンビナート等防災本部」

に定められた所掌事務のうち応急活動に関する業務を行う。 

 

１ 本部長の業務  

(1) 本部員の招集 

本部長は、特別防災区域に係る大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、防災本部活動の統一的運営を図ることが必要と認めるときは、本部員を招集し、「神奈川

県石油コンビナート等防災本部運営要綱」に基づき、石油コンビナート等防災本部会議を開催

する。 

(2)  現地本部の設置及び現地本部員の指名 

本部長は、現地本部を設置した又は現地本部長から設置の報告を受けた場合は、その旨を本

部員に通知するとともに、現地本部長の意見若しくは要請を参考として当該災害の応急対策活

動を迅速かつ総合的に実施するために必要な現地本部員を本部員のうちから指名する。 

 (3) 本部連絡員の派遣要請 

   本部長は、必要に応じ、本部員に防災本部への本部連絡員の派遣を要請する。 

 

２ 事務局の業務 

事務局は、石災法及び本計画に基づく本部長及び防災本部に係る次の事務を執行する。 

(1) 本部員及び本部連絡員の防災本部への参集連絡 

(2) 災害及び防災活動に関する情報の収集及び本部構成機関への伝達 

(3)  現地本部との連絡調整 

(4) 本部長の指示内容の現地本部への伝達 

(5) 防災関係機関等に対する応援要請等の連絡 

(6) 防災活動等に必要な防災資機材等の調達 

(7) 国との連絡及び他の都道府県との連絡調整 

(8) 災害及び防災活動に関する情報の整理及び報道機関への情報提供 

(9) 災害情報管理システムの運用 

(10) 危険物タンクスロッシング被害予測システムの運用 

(11) 大容量泡放射システムの運用に係る連絡調整 

(12) その他応急対策上必要な事項の処理 

 

３ 本部連絡員の業務 

本部員は、防災本部から要請があった場合、本部連絡員を防災本部に派遣する。派遣された本
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部連絡員は、次の業務を行う。 

(1) 当該本部員の補佐 

(2) 防災本部と所属機関との情報連絡 

 

第２節 石油コンビナート等現地防災本部 

 

１ 現地本部長の業務 

(1) 現地本部の設置 

現地本部長は、現地本部を設置したときは、直ちに本部長に対し設置の報告をするとともに、

必要な現地本部員の指名を要請する。 

 (2) 現地本部員の参集連絡 

現地本部長は、本部長が指名した現地本部員に参集連絡を行い、現地本部を運営する。また、

必要に応じ、市災害対策本部との一体的運営を図る。 

(3)  特定事業所等職員の招集 

現地本部長は、災害及び応急活動等の状況を把握し、今後の応急対策を確立するため、必要

に応じ、災害発生事業所、関係特定事業所及び共同防災組織並びに広域共同防災組織の職員の

現地本部への派遣を求める。 

 (4) 市関係職員の招集 

現地本部長は、現地本部が行う応急対策に必要と認める市関係職員を招集する。 

(5)  現地本部連絡員の派遣要請 

   現地本部長は、必要に応じ、現地本部員に現地防災本部への現地本部連絡員の派遣を要請す

る。 

 

２ 現地本部事務局の業務 

現地本部の運営を円滑に実施するため、現地本部に「現地本部事務局」を設置し、次の業務を

行う。 

(1) 現地本部員及び現地本部連絡員の現地本部への参集連絡 

(2) 災害及び応急対策活動に関する情報の収集及び伝達 

(3) 防災本部との連絡調整 

(4) 防災関係機関及び特定事業所等が実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整 

ア 特定事業所相互応援の連絡調整 

  イ 消防機関との連絡調整 

  ウ 海上保安部（署）等との連絡調整 

  エ ライフライン事業者との連絡調整 

(5) 現地本部決定事項の防災関係機関への連絡 

ア 県警察による交通規制等の要請 

  イ 緊急消防援助隊の応援要請 

   ウ 自衛隊の応援要請 

   エ その他広域応援活動の要請 

(6) 応急対策活動に必要な防災資機材等の調達 

(7) 災害及び応急対策活動に関する情報の整理及び報道機関への提供 

(8) その他応急対策上必要な事項の処理 

  

３ 現地本部連絡員の業務 

現地本部員は、現地本部から要請があった場合、現地本部連絡員を現地本部へ派遣する。派遣
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された現地本部連絡員は、次の業務を行う。 

(1) 当該現地本部員の補佐 

(2) 現地本部と所属機関との情報連絡   

 

４ 解 散  

本部長は、現地本部長と協議し、災害の危険がなくなったと認めるとき又は応急対策活動が完

了したと認めるときは、現地本部を解散する。 

 

資料 １１－ ６ 神奈川県石油コンビナート等防災本部等初動対応マニュアル 

１１－３６ 大容量泡放射システムの輸送等に関する活動要領 

１１－３７ 第５地区大容量泡放射システム運用連絡会設置及び運営要領
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第２章 災害情報の収集、伝達 

 

第１節 地震情報等の受理伝達 

 

「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第１節１」で定める方法によるほか、防災

本部事務局は、特定事業所に対し、ファクシミリ一斉同報システム及び石油コンビナート等防災相

互無線を用いて伝達する。 

 

 第２節 災害情報の連絡及び報告 

 

１ 災害発生事業所からの連絡 

○ 特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、火災、爆発、石油等の漏えい、

流出その他の事故の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちにその旨を消防

機関（電話 119 番）に連絡する。 

また、特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、地震による災害の発生を

速やかに連絡するため、危険物タンク等関係施設の効率的な点検に努める。 

  ○  特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、関係市長の求めに応じて災害の

発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な情報の提供に努める。 

 

２ 消防機関の措置 

災害の通報を受けた消防機関の長は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、防災本部並び

に警察本部及び海上保安本部に連絡する。 

 

３ 連絡及び報告の方法 

  連絡及び報告の方法は、有線又は無線電話若しくは徒歩連絡等状況に応じ、最も迅速確実な方

法で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 防災本部等への災害発生報告 

災害の報告は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条に基づく火災・災害等即報要領  

第２号様式（様式１）により判明次第逐次行い、その手続は次のとおりとする。 

第三管区海上保安本部（１１８番） 

横浜海上保安部 

川崎海上保安署 

 

 

 

 

 

神 奈 川 県 石 油 

コンビナート等防災本部 経済産業省関

東東北産業保

安監督部 

総務省消防庁 

特 定 事 業 所 

当事者又は発見者 

神奈川県警察本部（１１０番）

（通信指令課→所轄警察署） 

横 浜 市 消 防 局

川 崎 市 消 防 局

（１１９番） 

関 係 市

防 災 本 部 員

事 務 局

異常現象 

その他の災害 
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①  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、当該火災・災害等が発生した地域の属

する関係市は、火災・災害等に関する即報を防災本部を通じて行う。 

②  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、防災本部は、関係市からの報告及び自

ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に対して行う。 

 ③  直接即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当する火災・災害等が発生した場合は、関

係市は、第一報を防災本部に加え、消防庁に対しても報告する。この場合において、消防庁長

官から要請があった場合は、関係市は第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対して行

う。 

④  関係市は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、原則として覚知後 30 分以内で可能

な限り早く、分かる範囲でその第一報を報告し、以後、各即報様式に定める事項について、判

明したもののうちから逐次報告する。防災本部は、関係市からの報告を入手後速やかに消防庁

に対して報告を行うとともに、関係市からの報告を待たずに情報を入手したときは、直ちに消

防庁に対して報告を行う。 

  

第３節 防災本部への災害・応急措置の報告 

 

  石災法第26条で定める災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有す

るもの（関係市長、第三管区海上保安本部長等）は同条の規定に基づき、現在の体制及び実施し

た応急措置の概要等について、本部長の求めに応じ、防災本部に報告し、本部長は防災関係機関

内での情報共有を図る。 

 なお、現地本部が設置されたときは、現地本部に報告し、現地本部は防災本部に報告する。 

  また、災害の当事者である特定事業所は、防災活動終了後2週間以内に「石油コンビナート等災

害防止法第26条に基づく災害・応急措置報告（様式２）」を用いて、災害の状況及び実施した応急

措置の概要について、防災本部に報告する。 

 

第４節 大規模地震発生時の施設被害状況の報告 

 

大規模地震発生時には「地震・津波発生時における石油コンビナート施設被害状況等把握マニ

ュアル」に基づき、施設被害の情報を共有する。 
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様式1

第２号様式　（特定の事故）

消防庁受信者氏名

負傷者等 人 （ 人 ）

死者（性別・年齢） 人 重   症 人 （ 人 ）

中等症 人 （ 人 ）

軽　 傷 人 （ 人 ）

出 場 資 機 材

自衛防災組織

共同防災組織

そ の 他

警戒区域の設定 月　　日　　時　　分

使用停止命令 月　　日　　時　　分

その他参考事項

（注） 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

（確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨（「未確認」等）を記入して報告すれば足りること。）

消 防 本 部 （ 署 ）

事

業

所
消 防 防 災
活 動 状 況
及 び
救 急 ・ 救 助
活 動 状 況

災 害 対 策 本 部等

の 設 置 状 況

そ の 他

自 衛 隊

海 上 保 安 庁

消 防 団

出 場 機 関

事 故 の 概 要

死 傷 者

施 設 の 概 要
危 険 物 施 設
の 区 分

事 業 所 名

　月　　　日　　　時　　　分
（　　月　　　日　　　時　　　分　）

発 生 日 時
（ 覚 知 日 時 ）

特別防災区域
　　　　　　レイアウト第一種、第一種、
　　　　　　第二種、その他

事 故 種 別

発 生 場 所

報 告 者 名

出 場 人 数

　１　火災　　２　爆発　　３　漏えい　　４　その他　（　　　　　　　　　）

　　　月　　　日　　　時　　　分　　
鎮 火 日 時
（ 処 理 完 了 ）

  

発 見 日 時 　　　月　　　日　　　時　　　分　　

物 質 名

第　　　　　　　　報

年 月 日 時 分報 告 日 時

都 道 府 県

市 町 村
( 消 防 本 部 名 )

施 設 の 区 分 　1.危険物施設　2.高危混在施設　3.高圧ガス施設　4.その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

消 防 覚 知 方 法 気象状況

物 質 の 区 分
1.危険物 2.指定可燃物 3.高圧ガス 4.可燃性ガス

5.毒劇物 6.RI等　　　7.その他（　　　　　　　　）

１ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

２ 危険物等に係る事故

３ 原子力施設等に係る事故

４ その他特定の事故

事故名
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様式２

平成 年 月 日

神奈川県石油コンビナート等防災本部長 殿

石油コンビナート等災害防止法第２６条に基づく災害・応急措置報告

報告者

事 故 （ 災 害 ） の 名 称

事故（災害）の発生日時 平成 年 月 日 時 分 事業所の名称

事故（災害）の発見日時 平成 年 月 日 時 分 所 在 地

通 報 日 時 平成 年 月 日 時 分 特定事業所の別

通報 先・元（通報方法） 事業所の業態（ ）

主な製造・貯蔵
鎮火 又 は処理終 了時刻 平成 年 月 日 時 分

取 扱 い 品 目

①漏洩（ ）②放出（ ）③火災（ ）④爆発（ ）
事 故 の 種 類 ⑤中毒等（ ）⑥破損（ ）⑦電気系統事故（ ）

⑧プラント停止（ ）⑨海上流出（ ）⑩その他（ ）

施設・設備の規模等
Ａ塔 槽 類 ①加熱炉 ②反応炉 ③蒸留器 ④熱交換器 ⑤分離塔

⑥貯槽 ⑦容器 ⑧その他（ ）
Ｂ回転機器 ①圧縮機 ②ポンプ ③送風機 ④その他（ ）
Ｃ配 管 系 ①配 管 ②継 手 ③弁 ④その他（ ）

事 故 の 場 所 Ｄ付属施設 ①安全弁・破裂板 ②緊急遮断弁等 ③計装・液面計等
事 ④断熱材 ⑤溝・ピット等 ⑥その他（ ）

Ｅﾕｰﾃｨﾘｨﾃｨ ①ボイラー ②変電所・電源等 ③その他（ ）
Ｆ荷役設備 ①陸上設備 ②海上設備 ③その他（ ）
Ｇ輸送設備 ①普通自動車 ②トラック ③タンク ④タンクローリー

故 ⑤ボンベ ⑥クレーン車 ⑦その他（ ）
（ ）Ｈそ の 他 ①計器室 ②倉庫 ③研究室 ④事務所等 ⑤その他

Ａ 死亡者 名（ ）死者の氏名・性別・年令・所属等
の 人 的 被 害 Ｂ 重傷者 名（ ）

Ｃ 軽傷者 名（ ）

種類 面積 流出等の量
物 的 被 害

（ ） （ ）概 （ ） ㎡

損 害 額

要 原 因 Ａ設 備 関 係 ①構造設計不良（ ）②材料不良（ ）
（ ） （ ）③工作不良 ④計装制御系統の欠陥⑤劣化

⑥外部加重又は衝撃（ ）⑦その他（ ）
Ｂ運転管理関係 ①作業情報の提供・伝達の不備（ ）

②認知・確認のミス（インプットミス （ ））
③誤判断（中枢処理のミス （ ））
④誤操作（アウトプットミス （ ））
⑤技量未熟（経験不足）⑥作業基準の不備
⑦指揮命令の不備 ⑧点検不良 ⑨補修不良
⑩その他（ ）

〔事故原因（記述 〕）
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事故(災害)に至る経過

①定常時運転 ②スタートアップ操作時 ③シャットダウン操作時
事 故 時 の 運 転 状 況

④定修時 ⑤修理（不定期） ⑥その他（ ）

（ ）出動人員 名 内訳
（ ）出動車両 台 内訳

防災資機材 出動船舶数 隻
品名 数量防災活動及び措置状況

〔防災活動（措置）の状況〕

事 故 か ら 得 た 教 訓及 び
事故後の改善措置の重点

そ の 他

。（備考） 最終報告は、防災活動終了後２週間以内に行うこと

 

資料 １２－ ４ 異常現象の範囲について（通知） 
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第３章 通 信 の 確 保 

 

第１節 通 信 手 段 の 確 保           

 

県及び関係市は、災害発生時において、災害情報の連絡通信を確保するために、各種の情報通信手

段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直ちに現場に配置して、速や

かな通信の復旧を図る。 

 また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請する。 

 

１ 災害時の通信連絡 

○  県、関係市及び防災関係機関が行う災害に関する情報の伝達若しくは、被害状況の収集報告、 

その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として防災行政通信網及び災害情報管理システム

により速やかに行う。 

○ 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う等により通信

の運用に支障のないよう努める。 

○ 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本が指定した災害時優先電話を利

用する。 

また、通信の緊急度に応じ非常又は緊急通信として電気通信業者や非常通信機関に通信を依頼 

する。 

 

 

 

 

 

２ 各種通信施設の利用 

  地震災害発生時においては、加入電話及び無線通信とも混乱することが予想されるため、通信施

設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、その通信が円滑、迅速に行われるよう努め

る。 

 (1) 警察通信設備の優先利用 

県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に手段がないときは、災害対策基 

本法第 57 条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する協定」により、警察通信設備

を優先的に利用する。 

(2) 非常通信の利用 

県、関係市及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能になったときは、   

あらかじめ定める計画に基づき、関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得て、その所有する

通信施設を利用する。 

(3) 通信施設所有者等の相互協力  

通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑迅速に実施するため、相互の連携を密に

し、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行う。 

 (4) 放送機関への放送要請 

県は、加入電話及び防災通信網が使用不能になったときは、災害対策基本法第 57 条の規定に

基 づく「災害時における放送要請に関する協定」により、放送機関に対し、連絡のための放送

を要請する。 

 (5) 自衛隊への要請 

県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に要請する。 

○ ＮＴＴ東日本の措置 

 加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、通信不能地域

をなくし、又は重要通信の確保を図るための措置を行います。 
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第２節 県石油コンビナート等防災相互無線等の運用 

 

 特別防災区域に係る災害発生時における防災関係機関等の相互通信連絡手段の確保を図るため、県

及び関係市並びに共同防災組織等及び特定事業所に整備した県石油コンビナート等防災相互無線や、

県、共同防災組織及び特定事業所に整備した「ファクシミリ一斉同報システム」を有効に活用する。 

 

第３節 県防災行政通信網の運用 

 

県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要綱」や「神奈

川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行い、通信の種類と手段は次のとおりで

ある。 

 

１ 通信の種類 

(1) 緊急通信 地震その他緊急の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときに行う緊急

を要する通信 

(2) 一般通信 緊急通信以外の通信 

(3) 一斉通信 複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

(4) 個別通信 個別の通信局間で行う通信 

 

２ 通信の手段 

  通信は、音声又はファクシミリにより行う。 

 

資料 １１－ ７ 神奈川県石油コンビナート等防災相互通信無線局の管理及び運用に関す 

る協定書 

１１－ ８ 神奈川県石油コンビナート等防災相互通信用無線局運用規程 

１１－ ９  神奈川県石油コンビナート等防災相互通信用無線局運用要領 

１１－１１ 神奈川県石油コンビナート等特別防災区域ファクシミリ一斉同報運用要 

      領 
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第４章 災害の防ぎょ活動 

 

 特別防災区域における危険物施設、高圧ガス施設及びその他の施設において、火災、爆発、漏洩等

の災害が発生した場合は、特定事業所等が行う防ぎょ活動により地域住民等の安全を確保するととも

に、消防機関、海上保安本部が効果的な防ぎょ活動を実施する。 

 

第１節 特定事業所等における防ぎょ活動 

 

 特定事業所等は、災害の発生と拡大の防止活動を迅速かつ効果的に実施するため、施設の災害態様

に対応した防ぎょ活動を実施する。 

 

１ 緊急措置 

  特定事業所等は、災害の拡大及び二次的災害の発生を防止するため、災害態様に応じた装置の運

転停止や危険物、ガス等の供給停止等緊急措置を行う。 

 

２ 警戒措置 

(1)  特定事業所等 

特定事業所等は、地震の発生又は地域内で災害が発生した場合、災害を防止するため、保有施

設に応じた施設の巡回点検、危険物等の移動・抜き取り等警戒措置を行う。ただし、津波警報発

表時等、津波による浸水のおそれがある場合は、従業員等の避難を最優先させるとともに、各特

定事業所があらかじめ定める対応方法に従い行動する。 

(2) 自衛防災組織等 

特定事業所の自衛防災組織及び共同防災組織並びに広域共同防災組織は、津波警報発表時等、

津波による浸水のおそれがある場合は、現に災害が発生している場合を除き、安全を確保しつつ

可能な限り、防災資機材が津波により浸水、流出等しないよう適切な措置を講ずる。 

 

３ 防災資機材の輸送 

  広域共同防災組織は、その構成事業所から大容量泡放水砲等の出動の要請を受けたときは、大容

量泡放射システムの輸送車両に関する協定書に基づき、直ちに大容量泡放水砲等の輸送に必要な車

両を調達し、あらかじめ定める輸送ルートにより安全かつ確実な輸送を行う。 

 

４ 災害の防ぎょ活動 

  特定事業所等は、災害の鎮圧を図るために、防災資機材等を活用して災害防ぎょ活動を行う。 

  また、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織は、防災管理者の指揮のもと、公設消

防隊の統制下に入り、共同して災害の鎮圧に全力をあげる。 

 

５ 災害の拡大防止措置 

  特定事業所等は、災害の拡大防止を図るため、災害の態様に応じた防止措置を行う。 

 

６ 災害防ぎょ活動への協力 

  特定事業所等は、自らの事業所の安全確保を前提に、防災関係機関及び災害発生事業所等の行う

防ぎょ活動に積極的に協力するとともに、事業所施設である広場等を避難場所等として開放するな

ど、地域の一員としての災害防ぎょ活動に努める。 
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第２節 消防機関等における防ぎょ活動 

 

 関係市の消防機関は、特別防災区域内における災害防ぎょ活動を次のとおり実施する。 

 

１ 災害防ぎょ活動の原則 

(1)  現場指揮本部の設置 

消防機関は現場指揮本部を設置し、消火活動の基本方針を早期に決定し、現場指揮本部長の命   

により統一性のある行動をとる。現場指揮本部の位置は、現場と連携を保ち指揮連絡、情報収集

に最も便利な位置とする。 

(2) 火災警戒区域等の設定 

災害防ぎょ活動の適正化と住民に対する避難措置等を適切に実施するため、現場の災害態様に 

応じて火災警戒区域又は、消防警戒区域を設定して住民の安全確保と災害の早期鎮圧を図る。 

 (3) 現場広報及び避難指示 

 現場指揮本部は必要事項を的確に指示し、住民等に対して適正な現場広報を実施する。 

災害規模が拡大し、現場にいる消防長又は消防署長が付近住民を避難させる必要があると認め

たときは、速やかに避難の勧告並びに適切な誘導を実施する。 

 

２ 扇島に関する消防業務 

  横浜・川崎両市域に係る扇島区域内における消防業務の執行に当たっては、横浜市消防長と川崎

市消防長との間で締結した「扇島に関する消防業務協約」に基づいて行う。 

 

３ 応援要請（協力） 

  消防機関は、災害が拡大し、又は拡大するおそれがある場合、必要に応じ、「第11章応援要請第

２節その他の機関に対する応援要請」に定めるところにより海上保安部（署）、防災関係機関に応

援を要請し、相互に連携して災害応急活動を実施する。 

 

４ 防災資機材等の活用 

  関係市（消防機関）は、必要に応じて、県が備蓄する防災資機材等を活用し、災害応急活動を実

施する。 

 

５ 各消防機関の出動及び資機材輸送対策 

 (1) 横浜市消防局 

ア 出場基準 

    「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート災害出場計画）」に基づき、出場させる。 

  イ 資機材等の緊急輸送対策 

(ｱ) 消火薬剤の搬送 

     ○ 消火薬剤の搬送は「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート出場計画）」に基づく原

液搬送隊及びその他の搬送隊により行う。 

○ 消火薬剤は消火薬剤備蓄タンク（12,000㍑）５基（入船、大黒町、西、磯子、ヘリポート） 

から計60,000㍑を原液搬送車で搬送するほか、出場化学車等の積載消火薬剤を活用する。 

(ｲ) 油処理剤の搬送 

        流出油等の処理剤は各署所へ分散備蓄しており、災害の規模に応じ、消防隊が積載搬送を

行う。 

     (ｳ) オイルフェンスの搬送 

     鶴見水上消防隊（よこはま、まもり）が積載し出場する。 
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(2) 川崎市消防局 

  ア 出場計画 

    特別防災区域の危険物火災に対処するため、大型化学車、大型高所放水車、原液搬送車及び

水源車を中心とした消防隊等の運用を特別に編成する。「石油コンビナート等特別防災区域火

災出場区分」に基づき、第１出動11隊が出場し、規模に応じて特別第１号５隊、特別第２号７

隊及び特別第３号６隊が引き続き出場する（緊急配備消防隊等を除く）。 

   イ 資機材等の緊急輸送計画 

    (ｱ) 消火薬剤の輸送計画 

     a 使用順位 

      (a) 川崎市消防局が保有するもの（神奈川県からの委託管理を含む） 

      (b) 災害発生事業所が保有するもの 

      (c) 災害発生事業所が加盟する共同防災組織が保有するもの 

      (d) 隣接の共同防災組織が保有するもの 

      (e) 川崎市と需給契約を締結している備蓄業者から緊急調達するもの 

     b 消火薬剤の輸送方法 

      ○ 川崎市消防局保有のものは、「川崎市消防局警防規程」に定める車両及び緊急輸送契約

業者により輸送する。 

        ○  川崎市消防局保有以外のものは、現地本部長又は消防局長の特命により、保有事業所、

共同防災組織、需給契約業者及び輸送契約業者と協議のうえ輸送する。 

○ 輸送にあたっては、緊急車による誘導又は警察機関に協力を要請して輸送の迅速化を図る。 

○ 消火薬剤の受領場所は、火災現場付近で消防隊等の供給に便利な場所とする。 

(ｲ) その他の輸送計画 

      食糧、車両燃料及び消防用資機材は、輸送車、消防車両及び借上車両を十分に活用して災

害現場に緊急輸送する。 

 

第３節 第三管区海上保安本部における防ぎょ活動 

 

１ 初動措置 

○ 災害発生の通報を受けたときは、直ちに巡視船艇、航空機を現場に急行させ、状況の把握に努  

める。 

○ 災害の態様を災害発生時の通報系統により、防災関係機関に通報する。 

○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみによっては海洋

の汚染を防止することが困難であると認められる場合、巡視船艇等により防除措置を講ずる。ま

た火災の場合は、消防船艇を急行させる。 

○ 必要に応じ職員の非常呼集を行い、職員、船艇、航空機の非常体制の早期確立を図る。 

 

２ 防災体制 

○  防災活動を一元的に実施するため、火災及び排出油等の規模、態様に応じ、第三管区海上保安 

本部（以下「三管本部」という。）に対策本部を設置する。 

○ 東京湾内各海上保安部署に所属する巡視船艇等の出動を指令する。 

○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみによっては海洋

の汚染を防止することが困難であると認められる場合、必要に応じ海上災害防止センターに防除

措置の実施を指示する。 

  ○ 大規模排出油等の場合は、管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合調整を行うた

め、同協議会総合調整本部を設置する。 
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  ○ 海上火災の場合は、海上災害の拡大防止のため必要があると認めるとき、船舶所有者等の原因

者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずる。 

 

３ 防ぎょ措置 

 (1) 火災  

    ○ 海上における消防船艇により消火、延焼防止を行う。 

    さらに可能な場合は、必要に応じ、県及び関係市からの要請に基づき、地方公共団体の活動

を支援するものとする。 

  ○ 火災の規模により海上災害防止センターの消防船及び事業所が保有する消防能力を有する

船艇と協力し、消火に当たる。 

 (2) 排出油等 

  ○ 通報を受けた場合は、防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を防止すること

が困難であると認められる場合、必要に応じオイルフェンスを展張して排出油等の拡散を防止

する。 

  ○ 共同防災組織に対し緊急に所定の場所にオイルフェンスを展張するよう指導する。 

○ 防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難であると認め

られる場合、必要に応じ排出油等の海上における回収等の措置を行う。 

 

４ 二次災害防止措置  

○  巡視艇により周辺海域を警戒し、状況に応じ周辺海域の船舶を退去させ、又は周辺海域への船

舶の進入を禁止する等周辺海域航行船舶等の安全措置を行う。 

○ 危険物の流出により、海上火災の発生するおそれがあるときは、当該海域において、火気の使

用を制限し、若しくは禁止する。  

○ 船舶の海上火災の場合、周辺海域において災害の危険が生じ、又は生じるおそれがあると認め

られるときは、当該船舶の所有者に対し安全な海域にその船舶の曳航を指示する。 

○ 巡視艇によりガス検知を行い、ガスの拡散と危険範囲の状態を把握し、作業船及び周辺航行船

舶に周知する。 

○ ガス検知により、火災、爆発及びガス中毒の危険が沿岸住民等に及ぶおそれがあると判断され

る場合は、消防、警察等に通報する。 

○ 排出油等防除のため油処理剤を使用する場合は、薬剤の適切な使用方法及び水資源等に影響を

与 えることのないよう指導する。 

      なお、海上災害発生時の海上保安部における通報系統は次のとおりである。 
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海上災害発生時の海上保安部における通報系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

第４節 京浜臨海地区海域における排出油防除活動 

 
  防災関係機関、特定事業所は、京浜臨海地区の海域に大量の油流出事故が発生した場合、状況に応
じて各運河等をオイルフェンスで遮断し、災害の拡大を防止するとともに流出油の除去を実施する。 

 

 

資料 ３－ １ 関係市消防機関における消防力等 

    ３－ ２ 特定事業所における消防力等 

    ３－ ３ 共同防災組織における消防力等 

    ３－ ４ 広域共同防災組織における消防力等 

    ３－ ５ 石油コンビナート特別防災区域における消防力等 

３－ ６ 防災関係機関における消防力等 

７－ １ 消防機関の災害態様別防ぎょ内容 

７－ ２ 消防機関の災害出動基準 

７－ ３ 特定事業所等の防ぎょ活動内容 

港 湾 管 理 者

三 管 本 部

海 上 災 害 

防止センター 

東京湾排出油 

等防除協議会 

東京湾海上交通センター

羽 田 航 空 基 地

羽 田 特 殊 救 難 基 地

横 浜 機 動 防 除 基 地

防 災 本 部 

消防機関 

災害発生 

事 業 所 

船 舶 海上保安部署等

関 係 企 業

三 管 本 部 海上保安部署等

関 係 企 業 

港 湾 管 理 者 
海 上 災 害

防 止 セ ン タ ー

東京湾排出油

等防除協議会

東京湾海上交通センター

羽 田 航 空 基 地

羽 田 特 殊 救 難 基 地

横 浜 機 動 防 除 基 地

防 災 本 部
（118 番通報の場合）

各 排 出 油 等 
防除協議会等 

各 排 出 油 等

防除協議会等
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第５章 災 害 広 報 

 

 災害発生時には、特別防災区域及びその周辺地域をはじめとした県民等に対して、正確な情報を迅

速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断による行動ができるようにする必要がある。 

 県、関係市等の防災関係機関は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速な広報活動を

行う。 

 

第１節 県及び関係市等の防災関係機関の広報 

 

１ 県の広報 

 (1) 広報の内容 

      防災本部は、流言飛語による社会混乱の防止のため、次の事項について積極的に広報する。 

    ア 災害の状況に関すること 

   イ 関係市長が実施した避難に関すること 

    ウ 応急対策活動の状況に関すること 

    エ 流言飛語の防止に関すること 

   オ その他県民生活に必要なこと（二次災害防止情報を含む） 

 (2) 広報の方法 

   防災本部は、次により広報活動を行う。 

    ア 放送機関への要請 

     「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱アール・

エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対して、広報を要請する。 

        また、県民への防災本部設置の伝達、混乱防止のために、知事談話の放送を要請する。 

 

     要請の窓口 

        放送機関名  県庁内線     加入電話及び担当窓口 

日本放送協会横浜放送局  ８５７３  211-0737  放送部 

㈱アール・エフ・ラジオ日本  ８５７４  231-1531   総務部 

㈱テレビ神奈川  ８５７５  681-7242  報道部 

横浜エフエム放送㈱     －  223-2585  ニュース室 

   223-2562  マスター（夜間） 

     

イ 報道機関への要請                                                                   

       「災害時における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞社に広報を

要請する。                                                                            

・協定締結先一覧（各横浜支（総）局・支局） 

  日本テレビ㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビ、㈱テレビ朝日、㈱テレビ東京、㈱ニッポン放

送、朝日新聞社㈱、㈱毎日新聞社、㈱読売新聞社、㈱産業経済新聞社、㈱東京新聞社、㈱

日本経済新聞社、㈱日刊工業新聞社、㈱日本工業新聞社、(社)共同通信社、㈱時事通信社

 

ウ  一般広報 

(ｱ) 記者発表、県の災害情報ホームページによる広報 

(ｲ）市等の広報媒体を活用した広報 
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(ｳ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

(ｴ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

(ｵ) 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

(ｶ) 新聞紙面購入による広報 

(ｷ) ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 
２ 関係市の広報 

関係市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、同報無線や広報車、協定を締結するケーブ

ルテレビやコミュニティＦＭ放送局、自主防災組織との連携等により、住民等に対して次の事項等

について広報する。 

(1) 災害の状況に関すること 

(2) 避難に関すること 

(3) 応急対策の活動状況に関すること 

(4) その他住民生活に必要なこと 

 

第２節 上記以外の防災関係機関の広報 

 

 上記以外の防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、住民や利用者に対して、

交通に関する情報やライフラインに関する情報、生活関連情報等をそれぞれの機関が所管する業務に

応じた広報を実施するとともに、特に必要があるときは、県、関係市及び報道機関に広報を要請する。 

 

第３節 特定事業所の広報 

 

 特定事業所は、防災関係機関と協力して、近隣住民に対してあらかじめ定める緊急連絡網や広報車

等により災害の状況等必要な広報活動を行う。 

 また、発災時においては被害状況を把握・整理し、従業員、来所者及び防災関係機関に対して迅速

に広報を行う。 

 

資料 １２－ ９ 放送機関の広報
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第６章 避 難 対 策 

  

 特別防災区域に係る災害から地域住民の生命の安全を確保するため、次により避難活動を実施す

る。 

 

第１節 避難の勧告又は指示 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのため人命の保護その他災害の防止等を図るため

特に必要があると認められるときは、関係市長等は危険地域の住民等に対し、次に掲げる者が避難

実施のための必要な勧告又は指示を行う。 

なお、市長村長等避難の勧告、指示を実施する者は、原則として次の内容を明示して行う。 

○ 避難を要する理由 

 ○ 避難勧告、指示等の対象地域 

 ○ 避難先とその場所 

 ○ 避難経路 

 ○ 注意事項 

 

１ 関係市長の措置 

  関係市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときは、その地域の居住

者等に対し立ち退きの指示又は勧告を行う。この場合、必要に応じ、避難すべき場所を指示する。

これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告する。 

なお、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定

し応急対策に従事する者以外に対して、当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当

該区域からの退去を命じる。 

 

２ 警察官等の措置 

  警察官又は海上保安官は、災害現場において関係市長が避難のため立ち退きを指示することが

できないと認められる事態（連絡等のいとまがなくこれを行わなければ時機を失するような場合）、

又は関係市長から要求のあったときは、必要に応じ、立ち退きの指示及び警戒区域の設定をする。

この場合その旨を関係市長に速やかに通知する。 

    なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わせた者

に対して、必要に応じ、避難の措置を講ずることができる。この場合、その旨を県公安委員会に

報告する。 

 

３ 自衛官の措置 

  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官が

その場にいない場合に限り、避難等の措置を講じる。 

    また、関係市長（若しくはその委任を受けた吏員）又は関係市長からの要求により、関係市長

の職権を行うことのできる警察官、海上保安官がいない場合に限り、必要に応じ、警戒区域を設

定する。これらの避難措置をとったときは、直ちに、その旨を関係市長に通知する。 

 

４ 知事の措置 

関係市が事務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、避難準備情報の発

表、避難の勧告、指示、警戒区域の設定を市長に代わって行う。 
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第２節 関係市の避難対策 

 

 関係市は次のとおり避難対策を実施する。特に、京浜臨海地区においては不特定多数の住民が利

用する施設が立地していることから、今後はこれらの施設の利用者も含めた避難対策のより一層の

強化を図る。 

 

１ 横浜市の避難対策 

(1) 避難の措置 

   区長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、防災関係機関の協力のもとに避難

の勧告又は指示を行う。 

なお、複数の区にまたがるような広域的な避難を行う必要があるときは、市長名で行う。 

 (2) 避難の方法 

   市長又は区長は、災害状況を総合的に判断して、危険地域内の住民等を避難させる必要があ

ると認めたときは、防災関係機関の協力のもとに、的確な避難活動を行う。 

ア 避難活動の種類 

(ｱ) 緊急避難 

     特定事業所及び隣接事業所等において火災、爆発等の災害発生により、その危険が切迫

した場合、現場から緊急避難させる。 

   (ｲ) 一時避難 

     火災、爆発、有毒性ガスの流出等の災害が発生し危険がある場合、危険地域内の住民等

を付近の安全な空地、公園、学校等に一時的に避難させる。 

     (ｳ) 広域避難 

     災害が拡大した場合、危険地域内及び周辺地域の住民等の安全を確保するため、広域避

難場所へ避難させる。 

   (ｴ) 海上避難 

     特別防災区域内の島部と内陸部あるいは島部相互間において、橋りょう等が落下し交通

手段等が途絶えた場合は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と協議のうえ、横浜海上

保安部へ救助を要請するとともに、その他の関係機関の保有船舶等により避難を実施する。 

      なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものとする。 

イ 避難対象地域 

     (ｱ) 火災が随所に発生し、炎上拡大の危険があり、人的被害が予想される地域 

   (ｲ) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼危険が大きい地域 

   (ｳ) 避難路を断たれる危険がある地域 

     (ｴ) 爆発災害が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

     (ｵ) 有毒ガス等が大量に流出し危険が予測される地域 

   (ｶ) その他災害状況により危険と認められる地域 

  ウ 避難誘導 

    市長又は区長は、消防、警察、消防団等の関係機関の協力を得て、次の事項を避難対象者

に示し、組織的な避難誘導を行う。 

   (ｱ) 避難場所の名称及び所在地 

   (ｲ) 避難の理由（災害危険度等） 

     (ｳ) その他必要となる事項 

  エ 避難者の収容 

災害の状況、規模等により、避難者を一時収容する必要がある場合は、市立学校等の公共

施設に収容する。 
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 (3) 避難場所 

   避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対して安全な場所とする。 

 

２ 川崎市の避難対策 

 (1) 避難の措置 

   市長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、住民等の生命及び身体を災

害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、避難の必要があると認める場合、避難の勧

告又は指示を行う。なお、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえ

って危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等に対し、屋内での退避等の安全確保措置

を指示することができるものとする。 

 (2) 避難の方法 

   特定事業所の大規模な火災・爆発及び震災時等広域的な災害においては、行政と住民等が一

体となって対処するという基本理念から、次の避難方式をとる。 

    ア 一時避難 

        特定事業所における大規模屋外タンク等の火災・爆発又は有毒ガスの漏洩により付近住民

に危険が及ぶと認める場合は、公園・大規模な空地等安全な場所に避難させる。 

    イ 広域避難 

    震災等により、広域的な災害が発生し周辺地域住民に危険が及ぶと認める場合には、安全

である直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等に避難させる。 

  ウ 特別避難 

    特別防災区域内で、島部と連絡する橋梁等が災害により使用できず、内陸部と島部間の連

絡が途絶した場合は、次の避難を行う。 

     (ｱ) 集合場所 

     在島者の状況を、ヘリコプター等により情報収集するとともに、船舶の係留位置及び港

湾施設の被害状況等を考慮して集合位置を指定し、在島者には、神奈川県石油コンビナー

ト等防災無線、川崎市防災行政無線、メール、ヘリコプター、広報車等を活用し、伝達を

徹底する。 

     (ｲ) 避難用船舶 

     市長は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と協議の上、横浜海上保安部(川崎海上保

安署)へ救助を要請するとともに、本市及びその他の関係機関保有船舶等により避難を実施

する。 

     なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものとする。 

     (ｳ) 避難先 

     避難先は、災害状況、気象状況を勘案し、被害のない内陸部又は東京湾内の他の港とす

る。 

エ 屋内退避 

屋内にとどまる方が、避難所等への避難よりも、危険性が少ないと考えられる場合は、屋

内に避難する。 

 (3) 避難の誘導方法 

   市長は、防災関係機関と緊密な連携をとり、次により安全かつ迅速に住民等を避難場所に誘

導する。 

  ○ 避難に際しては、人身の安全を最優先とする。 

  ○ 災害の状況等を考慮し、危険の及ばない幅員の広い道路を経由する。 

  ○ 危険個所には、表示、縄張り等をし危害の防止をする。 

  ○ 道路沿いの要所等には、誘導員を配置する。 
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 (4) 避難場所 

   避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対し安全な場所とする。 

  ア 公園・大規模な空地等安全な場所 

  イ 危害の及ばない直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等 

 (5) 今後の取組み 

   特別防災区域内の避難対策をより実効性の高いものとするため、住民及び企業とのネットワ

ーク化を図り、避難計画等について具体的な検討を進める。 

 

第３節 第三管区海上保安本部の避難対策 

 

 災害が発生し、又は発生が予想され、港内在泊船等に被害が及ぶおそれのある場合は、次の措置

を行う。 

 

１ 船舶の避難 

 (1) 警戒海域の設定 

 (2) 警戒海域及びその周辺海域の船舶に対する移動命令、入港制限、避難勧告等の実施 

 (3) 港内交通管制室等による船舶の動静把握と航行管制の実施 

 (4) 巡視船艇による警戒、誘導等による安全、迅速な避難の実施 

 

２ 海上避難 

  防災本部等から住民等の避難輸送について要請があった場合は、巡視船艇により速やかにこれ

に応ずる。 

 

第４節 特定事業所等の避難対策 

 

１ 避難の措置 

  事業所長等避難命令を行う者は、火災、爆発等の災害が拡大し従業員等の生命、身体に危険を

及ぼすおそれがある場合、避難の指示を行う。 

 

２ 避難の方法 

○ 避難命令を行う者は、避難に際し、避難人員の把握に努めるとともに、相互に連絡を密にして、    

災害の状況に応じ、冷静な判断に基づいて誘導する。 

 ○  避難者は、避難命令を行う者の指示に従って混乱なく行動する。 

○  避難に際し、災害の拡大防止のため、関係施設の安全措置を講じておく。 

○  事業所内のタンクローリー、トラック等の危険物車両及び桟橋に接岸中の船舶は所管部門の責

任者の判断により、安全な場所に誘導退避させる。 

 

３ 避難場所 

 (1) 周辺に危険物が少なく、火災の延焼、津波による浸水等に対して安全な事業所内外の場所 

 (2) 災害拡大時には、関係市の避難計画に定める避難場所 

 

４ 扇島における孤立化対策 

  扇島は、災害発生時等の緊急時には孤立化のおそれがある。 

  このため、扇島地区の特定事業所等は防災関係機関と協力し、首都高速道路湾岸線の活用も含

めた孤立化対策の推進に努める。 



第６章 避難対策 

74｜第５編 災害応急対策計画 

資料 ８－ １ 避難場所・避難所一覧表 
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第７章 緊急輸送対策 

 

第１節 緊急輸送路等の確保 

 

災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、緊急通行車

両の通行を確保する必要があり、そのため一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施し、緊

急交通路を確保する。 

また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要な手段を利

用し、緊急輸送路の確保に努めるなど総合的な緊急輸送を実施する。 

 

１ 交通の確保  

(1)  被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

ア 県警察 

(ｱ) 危険防止及び混雑緩和の措置 

災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、

必要な交通規制を実施して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、う回路の指示、

交通情報の収集及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置

を行う。 

(ｲ)  災害発生時の交通規制等 

災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必

要があり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応する。 

a 緊急交通路確保のための交通規制 

災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが予

想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対策

のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本

法第 76 条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

b 道路管理者等への通知 

緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、道路管理者及び関係都県

公安委員会への通知を速やかに行う。 

c 警察官の措置 

緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることによ

り、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがある時は、必要に応じて当該車両

その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行う。 

イ 自衛官及び消防職員 

災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限り、それぞ

れの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有

者に対して移動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合は当該

措置を行う。当該措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨を通

知する。 

ウ その他 

    道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には，緊急通行車両の通行を確

保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行う。運転者が

いない場合等においては、道路管理者は，自ら車両の移動等を行う。 

道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開等必要な対

策の実施について、県警察、交通機関への連絡を行う。 
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(2) 交通情報の収集等 

ア 交通情報の収集 

県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的確に実施

するため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ等を活用し、情報

を収集する。 

イ 交通情報の広報 

県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利用して積

極的な現場広報に努める。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車等あらゆる広報媒

体を使用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは必要に応じて市町村の協力を

求める。 

(3) 道路の応急復旧等 

ア 国等 

(ｱ)  国土交通省関東地方整備局 

国土交通省関東地方整備局は、被害を受けた道路及び交通状況を速やかに把握するため、

パトロールカーによる巡視を実施するとともに道路モニター等からの道路情報の収集に努

める。 

この情報を基に、必要に応じてう回路の選定、その他誘導等の処置を行い緊急輸送路の

確保に努めるとともに、応急復旧工事を速やかに行い、緊急輸送路としての機能確保に努

める。 

また、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を要請又は

指示する。その場合、緊急輸送路の確保を優先する。 

(ｲ) 中日本高速道路㈱、東日本高速道路㈱ 

中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱は、災害発生時に、非常災害対策本部を設置し、 

次により災害応急対策を実施する。 

○ 県、市町村等の防災関係機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相互協力を

行う。 

○ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に係る交通規制に協力し、かつ、規制状況等を

利用者に広報する。 

○ 災害のため道路が被害を受け、交通に支障がある場合には、速やかに応急復旧作業の

実施に努める。 

○ 災害発生時に消防機関が行う救急活動に協力する。 

(ｳ) 首都高速道路㈱ 

首都高速道路㈱は、災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次災害の防

止と緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路の機能回復を

図る。 

○ 災害が発生したときは、首都高速道路㈱は、県公安委員会の交通規制に協力し、かつ

規 制状況等を利用者に広報する。 

○ 利用者の被災状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出動・協力 

要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

○ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じ応急復

旧に努める。 

○ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じる。 

○ 県、関係市及び関係防災機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相互協力を

行う。 

イ 県 
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       県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情報収集体制を強化し、管

理する道路について早急に被害状況を把握するとともに、備蓄資機材を活用して、障害物の

除去や応急復旧等を行い、道路の機能の確保に努める。また、他の道路管理者の管理する道

路についても早急に被害状況を把握し、当該道路管理者と連携して緊急輸送道路の優先確保

を行う。 

       さらに、県管理道路においても応援を必要とするときは、関係機関に応援要請を行う。 

ウ 関係市 

関係市は、それぞれの計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を確保し、  

道路機能の確保を図る。 

エ その他 

○ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等に必要な人

員、資機材等の確保に努める。 

○ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛隊等は、状

況に応じて協力して必要な措置をとる。 

(4) 航路の障害物除去 

○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、

沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、県災害対策本部等に報告す

るとともに、障害物除去等に努める。 

○ 関東地方整備局は、開発保全航路について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認

められる場合には、県災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努める。 

○ 関東地方整備局は、開発保全道路（非常災害時に緊急輸送船舶の交通を確保するための緊

急確保航路を含む）について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合に

は、県災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努める。 

○ 第三管区海上保安本部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危険が生じ

又は生ずるおそれがある時は、その旨を県災害対策本部等に報告し、速やかに航行警報等必

要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去その他船舶交通の危険

を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する。 

(5)  港湾及び漁港の応急復旧等 

○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その管理する港湾施設及び漁港施設について、早急に被害

状況を把握し、県災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、必要に応じて応急

復旧を行う。なお、港湾施設については、国土交通省（関東地方整備局）及び港湾管理者が

必要に応じて応急復旧等を行う。 

○ 第三管区海上保安本部は、航路標識が破損し又は流出した時は、速やかに復旧に努めるほ

か、必要に応じて応急標識の設置に努める。 

(6)  海上交通安全の確保 

○  第三管区海上保安本部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて船舶交通

の整理・指導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

○ 第三管区海上保安本部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生ずるおそ

れがある時は、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行う。  

○ 第三管区海上保安本部は、水路の水深に異状を生じたおそれがある時は、必要に応じて調

査を行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

 (7) 物資受入れ港の確保 

物資受入れ港の管理者は、災害時の海上輸送を円滑に行うため、物資受入れ港としての機能 

を確保する。  

(8) ヘリコプター臨時離着陸場の確保 
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県及び関係市は、災あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場を開設す

るとともに、防災関係機関等への周知徹底を図る。 

(9)  鉄道の応急復旧等 

鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、応急復旧等を行

う。 

          

第２節 緊急輸送 

 

１ 県の緊急輸送 

    県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保する。 

 (1) 車両の確保 

  ア 県保有車両の利用 

  イ  「緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書」に基づく関東運輸局神奈川運輸支局に対する

調達・あっ旋依頼 

    ウ 関係業者（特殊車両等保有業者）に対する協力要請 

 (2) 船舶の確保 

  ア 関東運輸局長に対する調達・あっ旋依頼 

イ 神奈川県漁業協同組合連合会に対する協力要請 

  ウ 神奈川県水難救済会に対する協力要請 

  エ 海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する要請 

 (3) 航空機（ヘリコプター）の確保 

  ア 県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

  イ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する要請 

  ウ  「災害時における民間航空機の協力要請に関する協定」に基づく民間ヘリコプター会社に

対する協力要請 

 (4) 鉄道車両の確保 

      県は、鉄道による輸送手段を確保するために鉄道事業者に対し協力を要請する。 

 

２ 関係市の緊急輸送 

    関係市は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、県

に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

 

３ 上記以外の防災関係機関の緊急輸送 

  上記以外の防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行う。 

 

４ 輸送対象の想定 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、概ね以

下のとおりとする。 

(1) 第１段階（発災直後から２日目までの間） 

ア 救助、救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等、人命救助に要する人員、物資 

  イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

  ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要

員等初動の災害応急対策に必要な要員・物資等 

  エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 
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(2) 第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

  ア 上記第１段階の続行 

  イ 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

  ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

  エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(3) 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

  ア 上記第２段階の続行 

  イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

  ウ 生活必需品 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 

(1) 緊急通行車両（確認対象車両） 

緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、又は 

その委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

  ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

イ 消防、水防その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の発生の防ぎょ、又は拡大の防止のための措置 

(2) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行令 

第 33 条に規定する標章及び証明書の交付事務手続きは、次による。 

○ 県の保有車両及び調達車両については、知事（災害対策課、各地域県政総合センター）が

行い、確認車両台数等を県公安委員会に通知する。 

○ 知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会（県警察本部交通規制課、

第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通検問所）が行う。 

  

６ 障害物の除去 

(1) 実施機関 

○ 関係市は、各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山（がけ）崩れ、浸水等に

よって住家、又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行う。実施困難なときは、県に対し応

援協力を要請する。 

   ○ 道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行う。県管理の道路、

河川等については、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自衛隊の協力を得て行う。 

○ その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地所有者又は管理者が行う。 

 (2) 障害物除去の対象 

    災害時における障害物（工作物を含む）除去の対象は、おおむね次の場合とする。 

  ア 県民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

  イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

  ウ 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

  エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 
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 (3) 障害物除去の方法 

   ○ 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業者等の協力

を得て、速やかに行う。 

   ○ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等を考慮し、

事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 

 (4) 除去した障害物の集積場所 

    障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するが、概ね次の場所に集積

廃棄又は保管する。 

    なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ選定した場所とす

る。ただし、災害の状況によっては、海岸、河川敷、緑地帯等を一時使用する。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に適当な場所 

  イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

  ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

  エ 広域避難地として指定された場所以外の場所 

 (5)  除去に必要な機械、器具の整備等 

   ○ 障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てる。 

   ○ 県は、比較的小規模なものについては、土木事務所等において処理し、大規模なものにつ

いては、建設業者等の協力を得ながら、おおむね次により実施する。 

    ・ 建設業協会等との提携 

県は、建設用資機材及び技能者等要員の調達、提供について土木事務所ごとに、建設業

協会支部との協定に基づき、資機材等を確保する。 

     ・  資機材の生産、販売業者との提携 

県（県土整備局）は、応急復旧のための資機材の生産及び販売業者との資機材の優先提

供に関する協定に基づき、調達の確保を図る。 

    ・  調達資機材の集積場所及び人員の集合場所 

県（土木事務所）と建設業協会との協定により調達された資機材等の集積場所、又は人

員の集合場所は、各土木事務所とする。 

また、生産、販売業者との協定に係る資機材の集積場所は、応急復旧に要する各種情報

を総合的に判断して県土整備局長が指示する。 

(6) 障害物除去に関する応援、協力の要請 

県は、市町村等から県民の生命、財産の保護のため、障害物の除去について応援、協力要請

があった時は、必要に応じて適切な措置を講じる。 

 

資料 １０－ １ 緊急交通路指定想定路線一覧表
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第８章 警備・救助対策 

 

第１節 陸上における警備・救助対策 

 

１ 県警察の基本方針 

  県警察は、大規模災害の発生に際しては、早期に警備体制を確立し、県警察の総力を上げて人

命の安全を第一とする迅速・的確な応急対策を実施することにより、県民の生命、身体、財産の

保護、混乱の早期収拾、民心の安定活動の推進に努め、被災地における治安維持に万全を期する。 

 

２ 警備体制の確立 

 (1) 警備本部の設置 

   大規模災害の発生と同時に警察本部に警察本部長等を長とする県警察災害警備本部を、警察

署に警察署長を長とする署警察災害警備本部を設置し、指揮体制を確立する。 

 (2) 警備部隊の編成及び部隊運用 

   県警察は、別に定めるところにより、警備部隊の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応

じて迅速・的確な部隊運用を行う。 

 

３ 県警察が実施する応急対策 

  県警察が実施する応急対策は、おおむね次に掲げる事項を基準とする。 

 (1) 情報の収集 

  ○ 県警察は、災害警備活動上必要な情報を収集する。 

  ○ 県警察は、収集した情報を、必要により防災関係機関に連絡する。 

 (2) 広 報 

    ○ 県警察が行う広報は、災害の状況及びその見通し、避難措置、犯罪の予防、交通規制等の

警察措置に関する事項とする。 

    ○ 県警察は、保有する広報資材等を活用して積極的に広報を行うとともに、県、関係市、報

道機関等と緊密に連絡して適切な広報を行うよう努める。 

 (3) 立入の制限等指示又は避難の警告 

○ 警察官は、石災法第25条により、必要に応じて、自衛防災組織等に対し、人命救助、危険 

区域への立入の制限、禁止、退去等に関する指示を行う。 

○  警察官は、警察官職務執行法第４条により、現場の状況に応じて、その場に居合わせたも

のに対し、警告を発し、避難等の措置を行う。この場合避難すべき場所を指示する。 

  ○ 避難の誘導にあたっては、関係市、消防機関等と協力し、安全な経路を選定するとともに、

所要の装備資機材を活用して安全を確保するように努める。 

  ○ 住民が避難した地域に対しては、パトロールを強化し、財産の保護、その他犯罪の予防に

努める。 

 (4)  救出、救助等 

  ○ 県警察は、県、関係市等の防災関係機関と協力して、負傷者の救出、救助に努めるととも

に、死体の調査・検視を行う。 

  ○ 県警察は、災害現場にある消防機関等と協力して、危険個所の監視、警戒等を行い、二次

災害の防止に努める。 

 (5) 保安及び防犯対策 

  ア 保安措置 

    火薬類、高圧ガス、放射性物資、石油類貯蔵施設等大規模災害発生要因を有する施設に対

しては重点的に警備部隊を派遣し、警戒線の設定等を実施し、いわゆる危険物災害の予防拡
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大防止に努めるものとするほか、金融、経済事犯その他の集団不法事犯に対する措置をとる。 

  イ 防犯措置 

    被災地における各種犯罪の未然防止を期するため、警らの実施、検問所、防犯相談所等の

設置を図り、自警心の喚起、被災関係者の行方不明者捜索、迷子、死傷者確認に対する便宜

供与等の措置をとる。 

 

第２節 海上における警備・救助対策 

 

海上においては、第三管区海上保安本部が、地震災害等が発生した場合において、人命の救助・

救急活動、消火活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、救援物資の輸送活動、

社会秩序の維持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等にあたる。 

 

１ 警報等の伝達 

気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶交通の安全

に重大な影響を及ぼす事態の発生を知った時又は船舶交通の制限若しくは禁止に関する措置を講

じた時、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼすおそれのある事態の発生を知

った時は、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚、船艇及び航空機による巡回等により速

やかに周知する。 

 

２ 情報の収集及び情報連絡 

被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を活用

し、積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交換等を行う。 

 

３ 活動体制の確立 

必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立する。 

 

４ 海難救助等 

船舶の海難、人身事故等が発生した時は、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊によりその捜

索活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生した時は、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動

防除隊によりその消火活動を行い、危険物が流出した時は、その周辺海域の警戒、火災発生の予

防、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

  

５ 緊急輸送 

傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請

に基づき、迅速かつ積極的に実施する。 

 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

物資の無償貸与若しくは譲与について要請があった時又はその必要があると認める時は、「国土

交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成 18 年１月 31 日国土交通省令第

４号）に基づき、海上災害救助用物品を被災者に対して無償貸し付けし、又は譲与する。  

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上にお

ける災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動等についての支援をす

る。 
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８ 排出油等の防除等 

防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があると認める

時は、海上災害防止センターに防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇

等に応急の防除措置を講じさせ、危険物が流出した時は、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要

に応じて火災の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

また、特に必要があると認められる時は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 41 条

の２に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請する。 

 

９ 海上交通安全の確保 

船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命じ又は勧告

し、船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努める。 

 

10  警戒区域の設定 

人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められる時は、災害対策基本法

第 63 条第１項及び第２項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空機等により、船舶

等に対して区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

 

11  治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇等及び航空機に

より犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

 

12  危険物の保安措置 

危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の船舶に対

する荷役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故を防止するための

必要な指導を行う。 
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 「神奈川県医療救護計画」に基づき実施するほか、関係市は特別防災区域内の災害に対応するた

め、自ら救護班を編成するとともに、必要に応じて地区医師会等の協力を得て救護班を編成し、災

害の程度に即応した救護活動を行う。 

 また、関係市は、災害の程度により必要と認めたときは、県及びその他の防災関係機関に協力を

要請するほか、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めたときは、県に対して迅

速・的確な医療救護について要請を行う。 

 

１ 横浜市の医療救護対策 

(1)  医療救護活動の基本 

ア 通常の医療体制で対応可能な場合 

災害の状況等から通常の医療体制で対応可能なときは、救急隊による患者搬送を行い横浜

市救急医療体制等における医療救護活動を実施する。 

イ 通常の医療体制で対応不能な場合 

負傷者が多数発生し、災害現場での医療救護活動が必要と判断した場合は、協定締結医療

機関、県等に対して医療チーム等の派遣を要請するとともに、医療関係機関と連絡調整を行

うため、必要に応じて医療調整チームを設置する。 

また、被害の状況に応じて、広域搬送の調整を行う。 

(2) 災害状況等の評価 

医療調整チームは、医療資源の過不足や負傷者の発生状況など、応急医療を実施するための

各種情報を把握、分析、評価したうえで、医療救護体制を確立する。 

(3) 医療救護活動 

ア 仮設救護所の設置 

災害医療活動にあたり必要と認めるときは、災害現場、避難場所等に仮設救護所を設置す

る。 

イ 医療チーム等の要請 

 (ｱ) 横浜救急医療チーム（ＹＭＡＴ）の要請 

災害現場において複数の重症者や多数の傷病者が発生し又は発生が予想され、若しくは

緊急に現場医療活動が必要と判断した場合は、横浜救急医療チーム（ＹＭＡＴ）協定締結

医療機関に対して、ＹＭＡＴの出動を要請する。 

※ ＹＭＡＴ：市内で発生した自然災害、事故災害などにおいて、複数の重傷者や多数

の負傷者が発生し又は発生が予想される災害現場に出動し、救命のための的確な医療

活動を展開する医師１人、看護師２人による医療チーム 

(ｲ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の要請 

被害が甚大な場合やさらなる拡大が見込まれる場合等、市内医療機関の応需体制の強化

を図るべきと判断した場合は、神奈川県知事に対して、ＤＭＡＴの出動及び広域災害救急

医療情報システム（ＥＭＩＳ）の運用を要請する。 

(ｳ) 日本赤十字社救護班の要請 

医療救護活動の強化のため、必要に応じて日本赤十字社神奈川県支部に対して救護班の

派遣を要請する。 

ウ 医療救護隊の要請 

避難場所を開設し、巡回診療等が必要と判断した場合は、横浜市医師会及び横浜市薬剤

師会に対して、医療救護隊の出動を要請する。 

○ 医療救護隊の活動 
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・避難所等で負傷者等の状況把握 

・主に軽症者に対する応急医療 

 

２  川崎市の医療救護対策 

震災時については、川崎市地域防災計画「震災対策編」「都市災害対策編」を準用し、対応する。 

(1) 医療対策 

ア 医療救護班の編成 

区本部、川崎医師会等は、被災現地等における傷病者の応急医療救護を行うため、次によ

り医療救護班を編成し、主に軽症者の医療にあたる。 

・ 区本部は、災害規模等に応じて医師、医療従事者及び事務職等により、医療救護班を編

成する。 

・ 川崎医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じて、各休日急患診療所を拠点として

医師を班長とする医療救護班(現場医療救護班、待機医療救護班、収容医療救護班)を編成

する。   

イ  医療救護班の出動 

(ｱ) 区本部医療・衛生班の出動指示 

市長及び区長は、緊急を要する災害又は地域的災害に対処するため、区本部医療救護班

に出動を指示する。 

(ｲ) 川崎市医師会医療救護班の出動要請 

災害の規模及び患者の発生状況に応じ、医療救護班の出動を必要とする場合、市長は、

川崎市医師会長に出動要請を行うものとする。 

(ｳ) 川崎市医師会長等の指示による出動 

川崎市医師会長は、突発的災害又は緊急を要する場合にあって、医療救護班の出動につ

いて市長と協議するいとまのないときは、独自の判断に基づき医療救護班を出動させるこ

とができる。 

ウ  医療救護班の活動内容 

(ｱ)  応急医療 

(ｲ)  トリアージ 

(ｳ)  患者搬送指示 

(ｴ)  薬剤又は治療材料の支給 

(ｵ) 看護 

(ｶ) 助産救護（搬送を医療機関に指示） 

(ｷ) 死亡の確認 

(ｸ) 死体の検案 

  エ 医療救護所の設置 

市長及び区長は、医療救護活動の展開を図るにあたり、災害の規模、傷病者の発生状況等

を勘案して、次のうちから適切な場所を選定し、医療救護所を設置する。 

     (ｱ)  保健福祉センター 

（ｲ）  地区健康福祉ステーション 

     (ｳ)  休日（夜間）急患診療所 

     (ｴ)  地域防災拠点 

(ｵ)  歯科保健センター及び歯科医師会館 

なお、その他、特に必要と認める場合は、臨時医療救護所を設置することができる。 

(2) 救急救助対策 

ア  基本原則 
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(ｱ)  救急活動は、必要最小限の救命措置を講じ重傷者を優先的に搬送する。 

   (ｲ)  救助活動は、傷病者の救出救護活動を優先する。 

   イ  部隊運用 

     救急及び救助隊を主体に編成する「大規模救急救助出場計画」に基づき運用する。 

   ウ  消防指揮本部等の措置 

災害現場における指揮体制の確立と関係機関との連携を図るため、消防局に消防指揮本部、

消防署に方面指揮本部、災害発生現場に現場指揮本部を設置する。 

   エ  消防職員の動員 

     救急救助活動が大規模にわたるときは、災害事態に対応して消防職員の動員を行う。 

    オ  救急救助活動 

災害発生現場における救急救助計画は、傷病者の救出救助、被害拡大防止措置を主体とし、

各隊の基本行動は次のとおりである。 

(ｱ)  指 揮 隊 

        a  現場指揮本部の設置 

     b  活動方針及び応援要請の要否決定 

     c  出場各隊への任務及び活動場所の指定 

d  防災関係機関との連絡調整 

e  各種情報の管理 

f  通信統制及び消防警備本部、出動各隊との連絡調整 

g  警戒区域の設定管理 

(ｲ)  情 報 隊 

        a  二次災害予防情報収集 

      b  災害情報収集及び現場広報 

      c  被害及び原因調査 

     (ｳ)  救護所（隊） 

      a  現場救護所の設置 

      b  現場救護所の統轄運営 

      c  傷病者の応急処置及び管理 

      d  搬送順位の決定・表示 

   (ｴ)  救 急 隊 

        a  傷病者の応急措置 

     b  医療機関への傷病者搬送 

     c  傷病者の医療機関収容状況の確認、報告 

   (ｵ)  救 助 隊 

        a  被害拡大の防止措置 

        b  傷病者の救出救護 

c  その他の下命事項 

   (ｶ)  担 架 隊 

        a  災害発生現場から現場救護所への傷病者搬送 

    b  傷病者の応急措置 

     c  その他の下命事項 

   (ｷ)  補 給 隊 

        a  救急薬品、救助用資機材の緊急搬送、補給管理 

     b  その他の下命事項 

   (ｸ)  航 空 隊 
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          下命事項 

カ  救急救助資機材の整備 

大規模な救急救助活動に対応するため、救急救助車両の整備強化に併せて破壊器具、救急 

資機材等の充実を積極的に推進する。 

 

資料 ８－ ２  災害医療拠点病院一覧表 

１１－３０ 神奈川県医師会救護隊規程 

１１－３１ 神奈川県医師会救護隊規程施行細則 
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第１０章 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 

 

 「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第５節」に基づき実施する。 
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第１１章 応 援 要 請 

 

第１節 自衛隊に対する災害派遣要請 

 

１ 派遣要請 

    関係市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、自衛隊の

派遣要請を要求する。 

  この場合、必要に応じて、その旨及び当該市の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地域担任部

隊等の長に通知する。なお、関係市長は、この通知をした時は速やかにその旨を知事に通知する。 

  関係市長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、直接防衛

大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。この通知を受けた防衛大臣、地域担任

部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合には自主派遣をする。なお、

関係市長は、この通知をしたときは速やかにその旨を知事に通知する。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

  知事は、災害の規模や収集した被害情報及び関係市の通信途絶の状況から判断し、人命又は財

産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者

に対し「自衛隊応援要請マニュアル」に基づき災害派遣を要請する。 

  要請の範囲は概ね次のとおりである。 

 (1)  被害状況の把握 

 (2)  避難の援助 

 (3)  遭難者等の捜索活動 

 (4)  水防活動 

 (5)  消防活動 

 (6)  道路又は水路の啓開 

 (7)  応急医療・救護・防疫 

 (8)  人員及び物資の緊急輸送 

 (9)  炊飯及び給水 

(10)  救援物資の無償貸与又は譲与 

(11)  危険物の保安及び除去 

(12)  その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議が整ったもの 
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 ○ 自衛隊への要請先及び救援活動に要した経費 

１ 要請先 

･ 陸上自衛隊の派遣を要請する場合 

  ・ 陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の別を特定しない派遣要請をする場合 

担当区域 要  請    先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内全域 

第31普通科連隊長 

 第31普通科連隊第３科 

横須賀市御幸浜１－１ 

046(856)1291／9-486-9201 

 内線（630,634） 

第１師団長 

 東京都練馬区北町4－1－1 

 03(3933)1161／9-485-9201・9 

 内線（2752） 

東部方面総監 

 東京都練馬区大泉学園町 

 048(460)1711 

内線（2256） 

 

・ 海上自衛隊の派遣を要請する場合 

担当区域 あ    て    先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内海岸地域 横須賀地方総監 

横須賀地方総監部防衛部 

オペレーション室 

横須賀市西逸見町１丁目無番地 

 046(822)3500／9-637-9201・9 

内線（2222,2223） 

 046(823)1009 (FAX） 

県内全域 

主として航空 

機を必要とす 

る場合 

第４航空群司令 

 第４航空群司令部 

 綾瀬市無番地 

 0467(78)8611/9-490-9201・9 

 内線（2245,2246） 

 

２ 救急活動に要した経費 

    自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた関係市が負担するものとし、

その内容は、おおむね次のとおりとする。 

・  派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊装備に係るものを除く）  

等の購入費、借上げ料及び修繕費 

    ・  派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料 

      ・  派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

      ・  派遣部隊の救援活動実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損害の補償 

・  その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と関係市が

協議する。 
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第２節 その他の機関に対する応援要請 

 

１ 国及び他の道府県等に対する応援要請 

○ 知事は、必要があると認める時は、指定行政機関、関係指定地方行政機関又は関係指定公共

機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対して職員の派遣を要請し、若しくは内閣総理大臣に

対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣についてあっ旋を求める。同様に、関

係市長は、必要があると認めるときには、関係指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定

独立行政法人に限る。）の長に対し、当該職員の派遣を要請する。 

   その際には、次の事項を記載した文書をもって行う。 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する理由 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する職員の職種別人員数 

    ・ 派遣を必要とする期間 

    ・ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

    ・ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

 ○  知事は、関係市長の要請又は自らの判断により、次のとおり、各機関の長に対し対して広域

応援の要請を行う。 

・  県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第 60 条］ 

 ・  消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助

隊の派遣要請等［消防組織法第 44 条］、発生した災害の応急対策の実施について専門的知識

を有する者［石油コンビナート等災害防止法第 28 条］） 

・  相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知事会を構成

する都道府県に対する応援要請 

  ・ 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

○  関係市長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他市町村長に対して応援  

要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を要請するほか、「消防相互応

援協定」に基づき、他の市町村長に応援を求め、災害対策の万全を期する。 

横浜市及び川崎市は、「東京湾消防相互応援協定」に基づき、災害の状況に応じて東京湾沿岸

の協定都市（横浜市、川崎市、東京都、千葉市、市川市）へ応援を要請する。 

○  知事は、特に必要があると認める時は、関係市長に対し応急措置について必要な指示をし、

又は他の市町村長に対し関係市を応援するよう指示する。 

 

２ 自衛防災組織又は共同防災組織への協力要請 

  関係市長は、自衛防災組織又は共同防災組織に対し、災害の応急措置について必要に応じて協

力を要請する。 

 

３ その他 

○ 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し知事からの要請を待ついとまがない場合や、人

命救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必要性を認

めた場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行う。 

○ 知事は、必要があると認める時は、県内各地の災害に対処するため、在日米軍に対し「災害

準備及び災害対策に関する覚書」に基づき応援を要請する。 

○ 県が九都県市首脳会議の構成都県市への応援要請を行うにあたり、九都県市は共同運営によ

る応援調整本部を設置し、物資の提供や人員派遣等の総合調整を行う。 

○  ライフライン事業者等は、必要に応じて、応急対策に関する広域的応援体制をとるように努

めるものとする。 
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○ 高速道路会社は、高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展開、宿営、

物資運搬搬送設備等の拠点として使用させるなど、救助・救命活動への支援を行うものとする。 

 

資料 ９－ １ 横須賀地方隊所属支援船一覧表 

９－ ２ 東京湾沿岸石油コンビナート等特別防災区域 

１１－１６ 九都県市災害時相互応援に関する協定 

１１－１７ 震災時等の相互応援に関する協定 

１１－１８ 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

１１－２４ 神奈川県下消防相互応援協定 

１１－２５ 東京湾消防相互応援協定書 

１１－２６ 横浜海上保安部と横浜市消防局との業務協定 

１１－２７ 横浜海上保安部と川崎市消防局との業務協定 

１１－２８ 扇島に関する消防業務協約 
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第１２章 災害救助法の適用 

 

１ 関係市長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要があると認め

る時は、知事に対しその旨要請する。 

２ 知事は、関係市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用する。 
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第１３章 生活関連施設の応急復旧活動 

 

 「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第９節」に基づき実施する。 

 

 

資料 １２－１０ 東京電力㈱の応急活動対策 

１２－１１ 東京ガス㈱の応急活動体制 

            １２－１２ 東日本電信電話㈱の応急活動体制 

            １２－１３ 上水道事業者の応急活動体制 

            １２－１４ 下水道管理者の応急活動体制 



第 14 章 原子力災害応急・復旧対策 

第５編 災害応急対策計画｜95 

第１４章 原子力災害応急・復旧対策 

 

 「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第２編第２章及び第３章」及び「神奈川県地域

防災計画～風水害等災害対策計画～第 10 編第２章及び第３章」に基づき実施する。 
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第６編 東海地震に関する事前対策計画 

 

第１章 総  則 
 

第１節 計 画 の 目 的 

 
 この計画は、大規模地震対策特別措置法（以下「大震法」という。）第６条の規定を準用し、警戒

宣言等が発せられた場合にとるべき対策を中心に定め、東海地震の事前対策の推進を図ることを目

的とする。 

 

１ この計画は、東海地震の発生に伴う災害の発生を防止し、又は軽減するため、県、関係市等の

防災関係機関並びに特定事業所等のとるべき事前措置の基本的事項を定める。 

 

２ この計画は、東海地震に関連する調査情報（臨時）、東海地震注意情報、東海地震予知情報（以

下「東海地震に関連する情報」という。）の発表及び警戒宣言が発せられたときから、地震発生ま

での間における事前応急対策を中心に定める。 

 

３ 県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所等は、この計画に基づいて、それぞれ必要な具

体的計画等を定め、事前対策を実施する。 

 

４ 東海地震に対する全県一体となった事前対策を推進するため、大震法第３条の規定に基づく強

化地域に指定されていない特別防災区域においても必要な事前対策を定める。 

 

情報の種類               情 報 の 内 容                    配備体制 

東海地震に

関連する調

査情報 (定

例) 

毎月開催される定例の地震防災対策強化地域判定会

において評価した調査結果について発表される情報 
― ― 

東海地震に

関連する調

査情報 (臨
時) 

 
東海地域の観測データに通常とは異なる変化が観測

された場合、その変化の原因についての調査の状況が発

表される情報 
 

平常時の活動を維持しつつ、

事態の推移に伴い人員を増員

し、必要な対策が行える体制 

 東海地震 
 注意情報 

東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められ

た場合に発表される情報で、東海地域におけるひずみ計

２箇所での有意な変化が、プレスリップによるものと判

定会で判断した場合等に発表される情報 

情報の受伝達及び警戒宣言

の発令に備えて、必要な対策が

円滑に行える体制 

 東海地震 
 予知情報 

東海地震が発生するおそれがあると認められ、警戒宣

言が発せられた場合に発表される情報で、東海地域にお

けるひずみ計３箇所以上での有意な変化が、プレスリッ

プによるものと判定会で判断した場合等に発表される情

報 

事前の応急対策及び地震が

発生した時、災害対策が円滑に

行える体制 
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予知情報の報告 警戒本部の設置・
）（ 事 前 措 置 ） 発災後（

・警戒宣言等 警戒宣言発令時対策

内閣総理大臣に

よる地震防災対 観 測 ・ 測 量 気象庁長官による地震予知 地 震 災 害 警 戒

策強化地域指定 の 強 化 情報の報告（追加報告） 本 部 の 設 置

（諮問）

中央防災会議 内閣総理大臣 自 衛 隊

（閣 議） 派遣要請

中央防災会議による地震防災

基 本 計 画 の 作 成 警 戒 宣 言 地震防災強化計画

に基づく国の対策

指定行政機関 による地震 の実施

防災強化計 指定行政機関

指定公共機関 画 の 作 成 指定公共機関 指定公共機関

地震防災強化計画 県 知 事 県地震災害

の 作 成 警戒本部の

設 置

地震防災強

化計画に基

づく対策の

実 施

地震防災強化計画に 関 係 市 長 市町村地震

準じた計画の作成 災害警戒本

部 の 設 置

地震防災強

化計画に基

づく対策の

実 施

防災上重要な施設又は事

業の管理者等による地震 事業所及び住民等 地震防災応

防災応急計画の作成 急計画に基

づく措置の

実 施

（
対
策
の
総
合
調
整
）

（
国
）

（
県
）

（
関
係
市
）

（
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定
事
業
所
等
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通
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）

（
通
知
）

（
伝
達
）

（
報
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を
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じ
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の
発
表
）

（
対
策
の
連
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調
整
）

災
害
対
策
基
本
法
の
規
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に
基
づ
く
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の
実
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第２節 東海地震に関する事前対策の体系 

 
 東海地震に関する事前対策の体系は、次のとおりである。 
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第２章 東海地震に関する予防対策計画 
 

 東海地震が発生した場合に、特別防災区域に係る火災、爆発、石油等の漏洩若しくは流出、その

他の災害の発生及び拡大を防止するため、東海地震注意情報及び東海地震予知情報（以下「東海地

震注意情報等」という｡）発表時並びに警戒宣言発令時において実施する地震防災応急対策を事前に

整備する必要がある。 

 このため、県、関係市等の防災関係機関は、特定事業所等に対する指導を強化するとともに、地

震防災上必要な教育、広報及び防災訓練を実施して、地震防災応急体制の確立を図る。 

 

第１節 特定事業所等 

 

１ 地震防災応急計画等の作成 

  特定事業所等は、大震法に規定する地震防災応急計画に準じた計画等を作成し、東海地震注意

情報等が発表された場合及び警戒宣言が発令された場合に、必要な応急的保安措置を講じ、地震

災害に対処できる体制の確保に努める。 

 (1)  計画等を策定すべき事業所 

  ア 石災法第２条に規定する特定事業所 

  イ 高圧ガス保安法第５条第１項の許可に係る事業所 

  ウ 消防法第14条の２第１項に定める「予防規程」を定めなければならない事業所 

  エ その他、防災関係機関が計画等の策定の必要を認めた事業所 

 (2)  計画等の内容 

   特定事業所等が作成する地震防災対策応急計画等については、各指導機関が定める基準等に

よるものとし、東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時において必要な措置を確実に実

施できるよう事業所の実態に応じた実践的な計画とする。 

   地震防災応急計画等の内容は、次のとおりとする。 

  ア 地震防災応急組織及び動員に関すること 

    事業所の機構及び実態に応じて、応急措置が確実かつ系統的に実施できる組織を定める。 

    特に、通常勤務体制時と夜間、休日体制時に分けて整備するよう努める。 

   (ｱ)  応急措置を行うための組織編成及び業務分担の明確化 

   (ｲ)  応急措置業務責任者不在時における代行者の指定 

   (ｳ)  動員を要する職員の範囲、東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時における自主

参集方法等の明示  

  イ 東海地震注意情報等及び警戒宣言の発令情報の受伝達に関すること 

    東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の受理体制及びその内容を全従業員に確実かつ

速やかに周知させる伝達系統及び方法について定める。 

  ウ 危険物、高圧ガス施設等の運転及び作業の停止等に関すること 

    地震発生に伴う災害の発生を防止し、又は軽減するため、危険物、高圧ガス施設等につい

ては、緊急に停止した場合に危険が発生する施設を除いて、操業の停止若しくは制限するこ

とを原則とし、各施設の実態を十分配慮した具体的措置の手順方法を定める。 

  エ 緊急停止措置に係る免責規定 

    地震発生時に装置等を緊急停止する場合における免責規定を準備する。 

  オ 危険物施設等の安全措置に関すること 

   (ｱ)  屋外危険物タンクの液面の平均化 

   (ｲ)  装置、配管等のバルブ類の閉止 

   (ｳ)  貯蔵容器類の転倒、落下等の防止措置 
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  カ 事業所構内の一般的制限措置等に関すること 

   (ｱ)  火気使用施設等の使用の停止及び制限措置 

   (ｲ)  協力会社等の工事の中止及び制限の指示とその場合の安全措置 

   (ｳ)  事業所構内の出入制限及び関係者以外の者に対する対処、避難誘導措置 

   (ｴ)  タンクローリー、船舶等の退避等の措置 

  キ 施設・整備及び防災資機材等の整備点検に関すること 

   (ｱ)  緊急停止装置及び緊急しゃ断弁等の緊急制御装置 

   (ｲ)  散水設備、除害設備、ガス漏れ検知警報等設備等の保安設備 

   (ｳ)  放送設備、無線設備等の通報設備 

   (ｴ)  防災上重要な設備に係る非常用電源設備等 

  ク 自衛防災組織等に関すること 

   (ｱ)  消防車両等自衛消防組織の警戒配備 

   (ｲ)  貯水槽その他の消防用設備等の機能確認 

   (ｳ)  その他の防災資機材等の確認配備 

  ケ 関係事業所等との連携協力に関すること 

関係事業所等との連絡及び相互協力事項について定める。 

  コ 地震防災に関する教育、広報及び訓練に関すること 

    職員（協力会社職員も含む。）に対する定期的な教育及び訓練の実績について定める。 

    なお、周辺の地域住民への広報についても定めておくよう努める。 

  サ その他の必要事項 

 

２ 防災教育及び訓練の実施 

 (1)  防災教育 

   特定事業所等は、職員及び協力会社の職員に対し、事業所全体又は各所属を単位として、東

海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時の応急措置をはじめとする必要な防災教育を、年

間教育計画を定めて実施する。 

  ア 東海地震注意情報等及び警戒宣言の性格並びにこれに基づく具体的応急措置の内容 

  イ 東海地震に関する知識 

  ウ 正確な情報の入手方法 

  エ 東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時の各自の任務分担 

  オ 今後地震対策として取り組む必要がある課題 

 (2)  防災訓練 

      特定事業所等は、地震防災応急対策について円滑な実施を図るため、年間計画を定めて、事

業所全体又はそれぞれの応急措置等について訓練を実施する。 

   また、特定事業所等は、防災関係機関、特別防災区域協議会及び共同防災組織が実施する防

災訓練に積極的に参加し、地域全体の防災体制の強化に努力する。 

 

第２節 防災関係機関 

 

 防災関係機関は、独自に又は他の機関と協力して、地震防災上必要な教育、広報及び訓練を実施

する。 

 

１ 防災教育及び広報の実施 

 (1)  防災関係機関の職員に対する教育 

   県、関係市等の防災関係機関は、東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時の応急対策
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を的確に実施するため、それぞれの職員に対し、必要な防災教育を実施する。  

 (2)  特定事業所等に対する教育及び広報 

   県、関係市等の防災関係機関は、特定事業所の防災管理者等に対し、研修会、講習会等を利

用して、定期的に又は随時に防災に関する必要な事項を実施する。 

      また、地域住民等に対しては、東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時にとるべき石

油コンビナート等防災対策の内容について周知を図るため、日頃から広報に努める。 

 

２ 防災訓練の実施 

  県、関係市等の防災関係機関は、東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時における地震

防災応急対策を迅速かつ的確に実施するため、独自に又は合同で定期的に防災訓練を実施する。 
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第３章 東海地震に関する地震防災応急対策 
 

 県、関係市等の防災関係機関並びに特定事業所等は、東海地震注意情報等の発表から東海地震が

発生するまでの間において、災害の発生及び拡大の防止又は被害の軽減を図るため、地震防災応急

対策を実施する。 

 

第１節 石油コンビナート等防災本部の活動体制 

 

 東海地震注意情報等発表時及び警戒宣言発令時における地震防災応急対策に係る組織は、第２編

防災組織第１章防災本部に定める防災本部による災害時対応に準じた活動体制とする。 

 

１ 防災本部 

 (1)  本部員の招集 

   防災本部長は、警戒宣言が発令された場合、県庁内の災害対策本部室に本部員を招集する。 

   この場合、大震法に基づく県地震災害警戒本部と一体となった運用を図る。 

 (2)  合同本部会議の開催 

   防災本部会議を開催する場合は、県地震災害警戒本部と合同で会議を開催し、統一的かつ、

総合的な地震防災応急対策等を実施する。 

 (3)  防災本部事務局 

   防災本部の事務は、県地震災害警戒本部統制部と統一的に実施する。 

 

２ 現地本部 

 (1)  設 置 

      防災本部長は、警戒宣言が発令された場合、関係市に現地本部を設置する。 

 (2)  運 営 

    ア 合同本部会議の開催 

    現地本部長は、現地本部員を招集し、現地本部会議を開催する場合において市災害対策本

部と一体的運営を図ることが必要と認めるときは、合同本部会議を開催する。 

    イ 現地本部事務局 

    関係市の現地本部事務局は、それぞれの市災害対策本部の事務局と統一的に実施する。 

 

第２節 東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の受伝達及び広報 

 

  東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の受伝達及び広報に関し、次のとおり必要な事項を定

め、迅速かつ確実に実施する。 

 

１ 防災関係機関等の受伝達 

    東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報 

   東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報に関する連絡報の伝達は、次の系統図により行う。 
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  ア 伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 「防災本部（県安全防災局）」は、勤務時間外にあっては、「防災本部（県安全防災局当直員）」とする。

                                                                               

   イ 伝達内容                                                                           

   (ｱ)  防災本部は、東海地震注意情報等を伝達するほか、必要な活動体制等に入ることを指示

するとともに、事後の連絡担当者の相互確認を行い、関係市に対して現地本部の設置準備

に入るよう指示する。  

   (ｲ)  防災本部は、警戒宣言発令を伝達するほか、必要な活動体制に入り、関係市に対し現地

本部の設置を指示する。 

   (ｳ)  防災本部は、東海地震注意情報等の解除に関する情報が発表された場合は、活動体制等

を解除するよう速やかに伝達する。   

 

２ 地域住民等への広報                                                                      

 (1)  住民等に対する東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の伝達 

     県、関係市等の防災関係機関は、住民等に対する情報の伝達を次のとおり実施する。 

 

   防災関係機関               情報伝達（広報）方法  

        県 テレビ・ラジオ放送、ヘリコプターによる広報  

  関係市（災対本部） テレビ・ラジオ放送、広報車、サイレンの吹鳴、同報系防災無線、

メール等による広報 
 

  関 係 市 （ 消 防 ）         広報車、ヘリコプターによる広報  

  県 警 察 本 部         パトロールカー、ヘリコプターによる広報  

  報 道 機 関         テレビ・ラジオ放送、新聞等  

 

 (2)  東京湾在泊及び航行船舶への東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の伝達 

    第三管区海上保安本部は、東京湾在泊及び航行船舶に対する情報の伝達を実施する。 

 

 

                                                                            

関係市 

防災本部※ 

（県安全防災局）

共同防災組織

又は消防機関

横浜地方気象台 

特定事業所 

地域県政総合センター等

県各部局 

気象庁 消防庁 

県出先機関 

出先機関関係職員

部内機関関係職員

各部局本部連絡員

（高速ファックス） 

（専用回線） 

（防災行政通信網） 

（同報ファックス） 

（庁内放送） 

（コンビナート防災相互無線） 

警戒宣言発令情報 

東海地震注意情報等 
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 第３節 東海地震注意情報等及び警戒宣言発令時における警戒措置 

 

１ 特定事業所等における警戒措置 

  警戒宣言が発令された場合、特定事業所等は、第一次的に地震災害の未然防止を図るため、そ

れぞれの地震防災応急計画等に基づき、次の措置を実施する。 

なお、東海地震注意情報等を受理した時から、保安要員を確保し、応急対策実施の準備に努める。 

 (1)  地震防災応急組織の確立と東海地震注意情報等及び警戒宣言発令情報の内容の全従業員への

周知徹底 

 (2)  危険物施設の操業の停止又は制限 

 (3)  高圧ガス製造施設の運転及び作業の停止及び停止準備 

 (4)  屋外タンクの油量の平均化 

 (5)  装置、配管等のバルブ類の閉鎖 

 (6)  貯蔵容器類の転倒、落下等の防止措置 

 (7)  焼入油等の漏油防止措置 

 (8)  一般火気使用施設、器具の使用停止又は制限 

 (9)  タンクローリー等の退避、保安措置 

(10)  構内工事、作業の中止又は制限 

(11)  事業所構内への出入制限、関係者以外の退所、避難誘導 

(12)  緊急停止装置及び緊急しゃ断弁の整備点検 

(13)  散水、除害設備等地震防災設備の整備点検 

(14)  自衛防災組織等の警戒配備、防災資機材の確認配備 

(15)  その他の地震防災上必要な措置 

 

２ 消防機関における警戒措置 

  関係市消防機関は、東海地震注意情報等の発表及び警戒宣言の発令という事態に対応して、あ

らかじめ定めてあるそれぞれの消防計画等に基づき、警戒体制を確立し、警戒応急措置を迅速か

つ的確に実施することにより、地震時の災害の未然防止と災害発生時の初期対応に万全を期する。 

    なお、消防機関が実施する警戒応急活動体制の確立と警戒応急措置は次の例による。 

 (1)  地震防災に関する警戒警備本部の設置 

   消防機関は、東海地震注意情報等を受理した場合、消防の全組織をあげた地震防災に関する

警戒体制を確立するため、局（本部）に警備本部、署に地区（方面）本部を設置する。 

 (2)  地震予知情報等の収集及び連絡体制の確立 

   東海地震注意情報等の受理に伴い、関係職員及び署への連絡を迅速に実施するとともに、そ

の後の地震予知情報等の収集、伝達体制を確立し、継続的情報の入手に努める。 

 (3)  職員の動員 

  ア 非勤務職員（非直員等）は、参集命令又は東海地震注意情報等を覚知したときは、それぞ

れの定められた動員方法、区分に従い、速やかに参集する。 

  イ 参集時の留意事項 

   (ｱ)  参集手段 

       通常利用している交通機関が運行している場合は、これを利用し、運行されていないと

きは、自転車、オートバイ又は徒歩により指定の場所に参集する。 

   (ｲ)  参集途上において地震が発生した場合の措置 

     参集途上に地震に遭遇し、指定の場所に参集することが困難な場合は、最寄りの署所に

参集し、その参集署の地区（方面）本部長の指揮下に入る。 
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(4)  配備体制 

ア 消防隊等の編成 

   (ｱ)  当直勤務職員により編成される消防隊及び救急隊等 

   (ｲ)  非勤務参集職員による増強消防隊及び救急隊等 

   (ｳ)  地区（方面）本部の日勤職員により編成する応援消防隊等 

  イ 消防隊等の配備 

   (ｱ)  当直消防隊等の配備は、原則として通常の署所配備とする。 

   (ｲ)  増強消防隊及び応援消防隊等は、消防計画等に従い、あらかじめ定められている場所に

配備する。 

  ウ 警戒配備中の消防隊等の災害出場 

   (ｱ)  警戒配備中の通常災害については、原則として当直消防隊等が出場する。 

   (ｲ)  増強消防隊等は、地区（方面）本部長の指示により出場する。 

 (5)  警戒活動 

   消防機関における警戒活動等は、原則として警戒宣言発令以前と発令後に区分して実施する。 

      地域に対する警戒活動の実施は、警戒宣言発令後とし、それ以前は、消防機関内部の警戒体

制の整備増強、警戒活動準備体制の確立を図ることにあり、その重要事項は次のとおりとする。 

  ア 警戒宣言発令以前の基本的警戒措置 

   (ｱ)  地震防災に関する警戒警備本部［地区（方面）本部］の開設 

   (ｲ)  情報収集体制の確立 

   (ｳ)  非勤務職員の動員及び参集人員の確認 

     (ｴ)  消防隊等の編成 

   (ｵ)  管内状況の把握方法、警戒配備の確認検討 

   (ｶ)  出火防止等の警戒広報、指導活動の準備完了 

   (ｷ)  庁舎、車両等の防護措置、通信機器の点検、食糧・寝具・衣料品、宿泊施設及び燃料等

の確認、確保 

    イ 警戒宣言発令後の基本的警戒措置 

   (ｱ)  無線統制の実施 

   (ｲ)  消防隊等の巡回による管内状況の調査活動 

   (ｳ)  出火防止等の警戒広報活動の実施 

   (ｴ)  重要防ぎょ地区、重要対象物等に対する警戒配備の実施 

 (6)  その他必要な措置 

 

３ 第三管区海上保安本部における警戒措置 

 (1)  配備、即応体制の確立 

   第三管区海上保安本部に「第三管区海上保安本部地震災害対策本部」を設置し、所属する船

艇、航空機に食糧・飲料水・燃料のほか、必要に応じ防災資機材、通信機器、職員等を搭載の

うえ、東京湾海域に出動させ、若しくは即応体制をとる。 

 (2)  船舶に対する東海地震注意情報等の伝達 

   東海地震注意情報等が発表及び警戒宣言が発せられた場合、東京湾内船舶に対して東海地震

注意情報等の内容を次により伝達、広報する。 

  ア 湾内及びその付近における船舶に対しては、巡視艇及び航空機を適宜湾内及びその周辺海

域に巡回させ、拡声器、横断幕等により周知する。 

  イ 東京湾における船舶に対しては、東京湾海上交通センター並びに横浜、東京、及び川崎の

各港内管制室の機能を活用して周知する。 

    ウ 航行船舶に対しては、運用司令センターを通じ安全通報により周知する。 



第３章 東海地震に関する地震防災応急対策 

第６編 東海地震に関する事前対策計画｜105 

 (3)  海上交通の安全確保 

   海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる。 

  ア 港内における旅客船及び危険物積載船等に対する移動命令、入港制限等の規制 

  イ 東京湾内の航路及びその周辺海域における船舶交通の整理、指導並びに浦賀水道航路にお

ける巨大船等に対する入港禁止、勧告等の措置 

  ウ 危険物の保安措置 

   (ｱ)  危険物荷役中の船舶に対する荷役中止等の事故防止指導 

   (ｲ)  シーバース、危険物荷役岸壁、危険物取扱い事業所等からの海上への危険物の流出防止指導 

   (ｳ)  オイルフェンス、その他の排出油防除資機材の準備指導 

  エ 海上交通の安全に危険を及ぼすおそれのある工事作業等の中止指導 

  オ 航路障害物の発生防止及び除去 

  カ 海洋施設に対する安全確保の措置 

 (4)  灯台、庁舎等の保全措置 

   灯台、庁舎等の倒壊、出火等に備え、火気管理の徹底、消火設備及び非常電源等の被災防止

上必要な措置を講じる。 

 

第４節 警 備 対 策 

 

１ 基本方針 

  県警察は、東海地震注意情報等の公表に伴い、東海地震の発生に係る県民の危惧、不安等から

発生するおそれのある混乱及び各種の犯罪に対処するため、早期に警戒体制を確立し、県警察の

総合力を発揮して迅速、的確な警戒宣言発令時対策を実施することにより、県民の生命、身体、

財産の保護活動に努め、治安維持の万全を期する。 

 

２ 平常時の措置 

  大震法第６条第１項第２号に定める関係機関が行う施設等の整備に関しては、警察の実施する

地震防災応急対策及び災害応急対策が効果的に推進し得るよう、平素から当該関係機関との緊密

な連携を保持して、その調整に配慮する。 

 

３ 警備体制の確立 

 (1)  警備本部の設置 

   県警察は、東海地震に関する異常現象の観測により、東海地震注意情報を受理したときは、

直ちに警察本部に警察本部長等を長とする県警察災害警備本部を、各警察署に警察署長を長と

する署警察災害警備本部を設置し、指揮体制を確立するとともに、警察署警備本部と関係市地

震災害警戒本部は必要に応じて、お互いに要員を派遣し、協力・連携体制を強化する。 

 (2)  警備部隊の編成及び部隊運用 

   県警察は、別に定めるところにより警備部隊の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応じ

て迅速・的確な部隊運用を行う。 

 

４ 警戒宣言発令時対策等 

  県警察が実施すべき東海地震に関連する情報が発表された時の措置及び警戒宣言発令時対策に

係る措置については、おおむね次に掲げる事項を基準とする。 

 (1)  情報の収集・伝達 

   東海地震に関連する情報の発表及び警戒宣言が発せられた場合、その内容を正確かつ迅速に

周知するとともに、これに伴う諸般の情勢を迅速、的確に収集・把握し、民心の安定と混乱の
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防止を図るため次の活動を実施する。 

  ア 県・関係市が行う東海地震に関連する情報の伝達への協力 

  イ 各種情報の収集 

  ウ 地震災害警戒本部及び関係機関との相互連絡 

 (2)  広 報 

      民心の安定と混乱の防止のため、次の事項を重点として広報活動を行う。 

  ア 東海地震に関連する情報及び警戒宣言に関する正確な情報 

  イ 道路交通の状況と交通規制の実施状況 

  ウ 自動車運転の自粛と自動車運転者のとるべき措置 

  エ 犯罪の予防等のために住民がとるべき措置 

  オ 不法事案を防止するための正確な情報 

  カ その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

 (3)  社会秩序の維持 

   東海地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来の生活に対する不安等に起因する混乱並びに

窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、県警察は、次の活動により社会秩序維持に

万全を期する。 

    ア 正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

  イ 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済班等の予防・取締り 

  ウ 危険物による犯罪又は被害発生防止のための予防・取締り 

  エ 避難に伴う混乱等の防止と人命の保護 

  オ 避難場所、警戒区域、重要施設等の警戒 

  カ 自主防犯活動等に対する指導 

 (4)  警察施設等の点検及び整備 

   警察通信施設、警察庁舎及び道路施設交通等について、発災に備え、その機能を保持するた

め、点検及び整備を実施する。 

 

第５節 道路交通対策 

 

 県警察は、東海地震に係る警戒宣言が発せられた場合における交通の混乱と交通事故の発生を防

止し、地域住民等の円滑な避難と地震防災応急対策のために実施する円滑な緊急輸送を確保するた

め、次により交通規制等所要の交通対策を実施する。 

 県及び関係市は、警戒宣言時の交通規制等の情報についてあらかじめ情報提供し、不要、不急な

旅行等の自粛を要請する。 

 

１ 交通規制措置等 

 (1)  基本方針 

  ア 強化地域内での一般車両の走行は、極力抑制する。 

  イ  強化地域への一般車両の流入は、極力制限する。 

  ウ 強化地域外への一般車両の流出は、交通の混乱が生じない限り、原則として制限しない。 

  エ 避難路及び緊急交通路については、優先的にその機能を確保する。 

  オ 高速自動車国道及び自動車専用道路（一般道路である国道271号の小田原から平塚間を含

む。）については、一般車両の強化地域内への流入を制限するとともに、強化地域内における

インターチェンジ等からの流入を制限する。 

    カ 都県境における一般車両の流出入は、次により措置する。 

   (ｱ)  東京都内へ流出する車両は抑制せず、東京都内から流入する車両は状況により制限する。 
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   (ｲ)  山梨県内へ流出する車両又は山梨県内から本県に流入する車両は、状況により制限する。 

   (ｳ)  静岡県内へ流出する車両又は静岡県内から本県に流入する車両は、状況により制限する。 

 (2)  警戒宣言が発せられた場合の交通規制 

   警戒宣言が発せられた場合は、強化地域における交通の混乱の防止を図り、地震防災応急対

策活動が円滑に行われるように、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域の設

定や緊急交通路の確保など必要な規制を実施する。 

 

２ 運転者のとるべき措置 

 (1)  走行中の車両は、次の要領により行動する。 

  ア 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移行するとともに、

カーラジオ等により継続して地震情報及び交通情報を聴取し、その情報に応じて行動すること。 

  イ 車両を置いて避難するときは、できる限り道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず

道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジン・

キーは付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。駐車するときは、避難する人

の通行や地震防災応急対策の実施の妨げになるような場所には駐車しないこと。 

  ウ 危険物等を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかにとること。 

 (2)  原則として、避難のために車両を使用しないこと。 

 

第６節 緊急輸送対策 

 

１ 緊急輸送の実施 

  県、関係市等の防災関係機関等は、警戒宣言が発せられた場合、警戒宣言発令時対策及び応急

対策の円滑な実施を確保するため、次の要員、物資等の緊急輸送を実施する。 

 (1)  警戒宣言発令時対策要員 

 (2)  食糧、医薬品、防災資機材等の物資 

 (3)  その他必要と認める人員、物資又は資機材 

 

２ 緊急輸送路等の確保 

  県及び関係市は、緊急輸送を実施するためあらかじめ指定した緊急輸送路及び物資受入れ港を、

関係機関と協力して確保する。 

  緊急輸送路の確保にあたっては、道路及び沿道の危険度に留意するとともに、緊急交通路や他

の輸送手段も考慮する。 

 

３ 緊急輸送車両等の確保 

 (1)  県 

   県の緊急輸送車両等の確保体制は、次のとおりとする。 

  ア 車両の確保 

   (ｱ)  県保有車両の確保 

   (ｲ) 「緊急輸送車両の調達又はあっ旋に関する覚書」に基づき関東運輸局神奈川運輸支局に

対する調達・あっ旋依頼 

     (ｳ)  関係業者（特殊車両等保有業者） 

  イ 航空機（ヘリコプター）の確保 

   (ｱ)  県、県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

   (ｲ) 「災害時における航空機の協力要請に関する協定」に基づき民間ヘリコプター会社に対

する協力要請 
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 (2)  関係市 

   関係市は、地域の状況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難なときは、

県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

 (3) 防災関係機関の確保体制 

      防災関係機関は、業務遂行上必要な車両の確保を行う。 

 

４ 緊急輸送車両の確認手続 

 (1)  緊急輸送車両（確認対象車両） 

   緊急輸送車両は、大震法第21条第２項に規定する地震防災応急対策（警戒宣言発令時対策）の

実施責任者、又はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

  ア 東海地震に関連する情報の伝達及び避難の勧告、指示 

  イ 消防、水防その他の応急措置 

  ウ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他の保護 

  エ 施設及び設備の整備並びに点検 

  オ 犯罪の予防、交通の規制、社会秩序の維持 

  カ 緊急輸送の確保 

  キ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の

保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備 

  ク その他、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置 

(2)  緊急輸送車両の確認手続 

   大震法第24条に規定する緊急輸送車両であることの確認並びに同法施行令第12条に規定する

標章及び証明書の交付事務手続は、次による。 

    ア 県の保有車両及び調達車両については、知事が行い、確認車両台数等を県公安委員会に通

知する。 

    イ 知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会（県警察）が行う。 
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第２章 都市の安全性の向上 

  第３節 道路、橋りょう、港湾、鉄道等の安全対策                     

【現状】 

 ○ 神奈川県では、災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動の迅速、円滑

な実施を図る道路ネットワークを整備するため、「かながわのみちづくり計画」に基づき、幹

線道路の体系的整備を進めるとともに、土木構造物の安全確保のため既存施設の耐震性の強化

を進めています。 

 ○ 耐震性の強化にあたっては、防災基本計画の「構造物・施設等の耐震性の確保についての基

本的な考え方」に沿って耐震基準の見直しを行い、耐震改修を進めています。 

 ○ 道路整備事業による防災空間の確保や、電線類の地中化を促進するなど、防災性を重視した

都市基盤の整備に取り組んでいます。 

 ○ 自然災害に対する安全度を高めるため、県が管理する橋りょうの耐震補強や、道路法面の防

災工事を実施しています。 

 ○ 港湾施設については、災害時における海上輸送路の確保を図ることにも留意しながら整備を

進めています。なお、県が管理している葉山港、湘南港、大磯港、真鶴港では、既に、耐震岸

壁の整備や臨港道路の橋りょうの耐震化が完了しています。 

 ○ 県が管理する漁港施設についても、災害時における海上輸送路の確保を図ることにも留意し

ながら整備を進めています。なお、三崎漁港、小田原漁港では、既に耐震強化岸壁の整備が完

了しており、臨港道路の橋りょうの耐震化も進めています。 

  

【課題】 

 ○ 道路利用者を災害から守るためには、橋りょうの耐震補強や道路法面の防災工事などのハー

ド対策とともに、気象や災害発生などの情報を提供し、注意を促すソフト対策が必要です。 

○ 特に、道路利用者等に対して、災害時の情報をいち早く提供できるよう努める必要がありま

す。 

 ○ 道路、橋りょう、港湾、鉄道の被災、さらには電柱類の倒壊などは、発災時の住民の避難、

救助・救急、消火活動や医療活動等の初動体制の確保、各種の応急対策活動を著しく阻害しま

す。 

 ○ 港湾や鉄道の被災は、都市の機能を不全にし、応急活動はもとより、迅速な復旧・復興対策

の隘路となります。 

 ○ そこで、防災都市づくりの骨格として、都市の構造物の安全性の一層の向上を図るとともに、

多重性を高めることが大きな課題となっています。 

 

【取組の方向】 

 ○ 道路、橋りょう、港湾等の整備や補強・補修にあたっては、国等が定める耐震基準等に基づ

き、地形、地質等に留意し、安全性の向上に一層努めます。 

 ○ 主要な鉄道、道路、港湾等の基幹的な交通施設等の整備にあたっては、それぞれの実施主体

が、各施設等の耐震設計やミッシングリンク(注)の解消等によるネットワークの充実、施設・

機能の代替性の確保、各交通施設の間の連携の強化などにより、災害対応力の一層の充実を図

ります。 

  

 

 

(注) 主要都市間等を連絡する幹線道路等のうち、未整備の部分 
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○ 災害から道路利用者の命を守るため、災害発生時に一刻も早く安全な場所に避難を促すた

めの情報発信を行います。 

  ○ 鉄道事業者は、施設の安全性の向上に配慮していきます。 

 

【主な事業】 

 １ 道路の整備 

  ○ 県は、災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の緊急活動を迅速かつ円滑に実

施するため、交通拠点へのアクセス道路等を多重性のある道路ネットワークとして整備する

とともに、都市内のどの地域にも複数の経路でアクセスできるよう計画的な整備を進めます。

［県土整備局］ 

  ○ 県は、緊急輸送道路となる防災上重要な広域的幹線道路の多車線化を進めることや、避難

路となる道路は歩道の広幅員化を進めるなど、防災の視点を重視して施設の整備拡充を図り

ます。 

    また、災害情報が発表された際に、道路利用者にいち早く情報を提供できる道路情報板の

設置を進めます。                               

［県土整備局］ 

  ○ 県は、道路の整備にあたっては電線類の地中化を進め、安全性のより一層の向上を図りま

す。 

［県土整備局］ 

  ○ 県は、トンネルや横断歩道橋の安全点検を実施し、必要な補強工事を実施します。 

［県土整備局］ 

  ○ 県は、集落の孤立化を防ぐため、アクセス道路となる県管理道路の防災工事を重点的に行

うとともに、緊急避難路や迂回路にもなる農道・林道の安全確保に努めます。 

［環境農政局、県土整備局］ 

 

 ２ 橋りょうの整備 

  ○ 県は、道路橋について、国等が定める耐震基準等に基づき、新設、架替、既存道路橋の耐

震補強工事を行います。 

［県土整備局］ 

  ○ 国土交通省、中日本高速道路㈱、東日本高速道路㈱等は、巨大地震の地震動に対し、道路

橋が落橋、倒壊しないことを目的に、神奈川地域の道路橋の耐震補強工事を進めます。 

  ○ 首都高速道路㈱は、落橋防止構造の一層の強化を進めています。 

 

 ３ 港湾の整備 

  ○ 港湾施設については、緊急物資や避難者の輸送のための岸壁等の耐震性の強化を、横浜港、

川崎港、横須賀港において進めるとともに、緊急輸送道路とのアクセスのための整備を進め

ていきます。 

  ○ また、市は、震災後においても広域的な物流活動を確保し、背後地域の一定の経済活動を

支えるため、横浜港、川崎港において外貿コンテナや内貿ユニットロード対応の岸壁につい

て、耐震岸壁等の整備を進めます。 

  ○ 県の管理する葉山港、湘南港、大磯港及び真鶴港の港湾施設については、緊急物資、避難

者の輸送のための岸壁等の耐震化工事の完了に伴い、さらに機能の充実を進めます。 

［県土整備局］ 
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 ４ 漁港の整備 

○ 県は、漁港について、緊急時の海上輸送拠点として機能できるよう、三崎漁港、小田原漁

港の耐震強化岸壁の整備に加え、水産物の流通機能を確保するため、主要な水揚岸壁等の耐

震化を進めます。                                 

［環境農政局］ 

 

 ５ 市町村の管理する道路、橋りょう 

  ○ 県は、市町村の管理する道路、橋りょうについても、耐震性の強化等の技術的支援を進め

ます。 

［県土整備局］ 

 

 ６ 鉄道施設の整備 

  ○ 鉄道事業者は、鉄道施設の耐震化等を進め、防災性のより一層の向上を図ります。 
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  第６節 ライフラインの安全対策                                

【現状】 

 ○ 神奈川県においては、上水道について、主要水道施設の耐震化、石綿セメント管の耐震管へ

の布設替え等を進めてきました。現在、水道管の石綿セメント管の布設残は、平成 22 年 3 月

31 日現在で約１万ｍ（0.05％）です。また、水道管等が地震により損傷した場合の緊急代替

施設として、災害用指定配水池の指定と緊急遮断弁の設置、耐震性貯水槽、鋼板プール、防火

水槽等の整備などを進めてきました。 

県営水道では、災害用指定配水池を 39 箇所指定し、地震災害時における飲料水の確保に努

めています。さらに、安定供給とライフラインの確保の観点から、浄水場では、長時間の停電

に備え、受電施設の複数系統化や自家発電装置の整備を進め、単独庁舎の営業所に非常用発電

機を設置しました。また、現在は、災害に強い水道をめざし、水道事業間の相互融通管の布設

等施設のネットワーク化を図るため、整備を進めています。 

 ○ 下水道については、相模川、酒匂川両流域下水道の処理場内の重要施設やポンプ場の耐震性

を考慮した施設づくりなどを進めてきました。また、平成６年度から耐震診断調査に着手し、

その結果に基づき補強工事を実施しています。 

 ○ 電気については、東京電力㈱が災害に強い電力設備づくりとして、送電系統の二重三重のネ

ットワーク化や設備の耐震対策等を進めています。 

 ○ 都市ガスについては、東京ガス㈱が、製造施設及び供給施設（ガス導管を含む）の耐震性向

上、感震遮断機能を有するガスメーター及び緊急遮断装置の設置、遠隔監視及び操作のための

通信設備の整備などの対策を進めています。そのほかの県内ガス事業者においても、ガス事業

法等に基づき施設の耐震性の向上や緊急遮断装置の設置などの対策を進めています。 

   また、液化石油ガスについても、容器の転倒防止を徹底するとともに、ガス放出防止器及び

Ｓ型メータ等地震防災機器の設置推進などの安全対策を進めています。 

 ○ 電話・通信については、東日本電信電話㈱(以下「ＮＴＴ東日本」という。)、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ㈱（以下「ＮＴＴコミュニケーションズ」という。）及びＮＴＴ

ドコモにおいて、建物や無線鉄塔等の耐震化、中継ケーブルの複数ルート分散、災害対策機器

類の配備等を行っています。 

また、輻輳（電話が繋がりにくい状況）対策として、ＮＴＴ東日本は災害用伝言ダイヤル「171」

等を運用し、携帯電話事業者等の電気通信事業者は災害用伝言板を提供します。なお、提供条

件等は、報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて周知します。 

  

【課題】 

 ○ 阪神・淡路大震災及び東日本大震災では、上下水道、電気、ガスなどのライフライン施設に

甚大な被害が発生し、特に阪神・淡路大震災では、異なる施設間の復旧速度の相違に起因する

二次災害の発生などの問題が生じたため、ライフラインの安全性のより一層の向上が必要とな

っています。 

 ○ 新潟県中越地震では、山間地の孤立化や余震が繰り返し発生したことに伴い、ライフライン

施設の復旧に時間を要しました。 

 
 
 
 
 
 
 
（参考） 三保ダム、城山ダム、相模ダム及び宮ヶ瀬ダムの建設にあたっては、地質調査を十分行うとともに、安

全性を十分見込んだ設計施工を行っています。 
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 【取組の方向】 

 ○ 電気、ガス、水道、電話・通信施設等のライフラインは、県民生活に欠かすことのできない

施設であることから、災害時にもライフライン機能を確保できるよう、施設の安全性のより一

層の向上を図るとともに、施設の多重化や代替設備の整備などを進めます。 

○ 大規模な地震・津波が発生した場合、広域かつ長期にわたり、被災者の生活だけでなく社会、

経済活動に甚大な被害をもたらすおそれがあるため、各事業者は、液状化等にも配慮した施設

の耐震化・耐浪化を図るとともに、共同溝等の整備や応急復旧資機材の確保等に努めます。 

 ○ 都市ガスについては、東京ガス㈱が、現状の安全対策の推進に加え、製造所・整圧所設備に

おける防消火設備、保安用電力などの強化を行い、二次災害防止に努めます。 

 ○ その他の電気、液化石油ガス、電話・通信施設については、それぞれの事業者において耐震

化等の安全強化対策をさらに推進していきます。 

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

多重化等を進めるとともに、被災状況等の的確な把握に努めます 

 

【主な事業】 

 １ 上水道施設 

  ○ 県営水道は、上水道施設の安全性向上のため、主要水道施設の耐震化や、水道管路の耐震

化を進めています。 

また、災害時に異なる水源間の相互融通を可能とするための施設整備を進めるとともに、

関係事業者間の連携、応援協力体制の整備などを進めます。 

［企業庁］ 

  ○ 県営水道は、市町村等の水道事業者と管路を接続し、相互支援が可能になる施設の整備を

進めます。 

［企業庁］ 

 

 ２ 下水道施設 

○ 県は、下水道施設について、国の「下水道地震対策技術調査検討委員会」による提言等を

受け、下水道施設の耐震診断調査及び補強工事を実施するとともに、流域下水道の処理場

や幹線管渠のネットワーク等のバックアップ体制の整備を進めます。 

［県土整備局］ 

 ○ 県は、県管理下水処理場の放流水吐き口からの津波の侵入防止策等について検討を進めま

す。 

［県土整備局］ 

３ 電線類の地中化 

○ 道路管理者は、災害時の電柱倒壊による電線類の寸断、緊急交通車両の通行障害を防ぐた

め、電線管理者と協調して、緊急輸送道路等について、電線共同溝等の整備を進め、電線類

を地中化することにより、ライフラインの安全性及び防災対策のより一層の向上を図ります。 

     ［県土整備局］ 

 

 ４ 電気、ガス、電話・通信 

  ○ 電気、ガス、電話・通信事業者は、各施設について、液状化等にも配慮した耐震化の推進

を図るとともに、共同溝の整備等、一層の防災性の向上に取り組みます。また、被害を最小

限にとどめ、早期復旧を可能にするため、施設の多元化・分散化、管路の多重化等を進める

とともに、被害状況の把握、復旧システムの充実強化、応急復旧資機材の整備等を進めます。 

  ○ 九都県市は、災害用伝言ダイヤル「171」及び携帯電話事業者が運用する災害用伝言板の

利用方法を記載する帰宅困難者対策リーフレットを作成し、その活用について周知します。 
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［安全防災局］ 

 

神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋）｜7 
 



神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

  第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充                       

【現状】 

 ○ 大規模地震等の災害発生時に、その被害を最小限にとどめ、迅速、的確な災害応急対策活動

を行うためには、被害状況を素早くかつ正確に収集、伝達することが重要です。 

 ○ そこで神奈川県では、情報収集、伝達手段として、県機関、市町村及び防災関係機関を結ぶ

「防災行政通信網」や「災害情報管理システム」を整備したほか、市町村との情報収集・伝達

を密にし、さらに連携・協力体制を強固にするため、県から被災市町村に連絡員を派遣するこ

ととしており、この連絡員用の通信手段として衛星携帯電話を導入しました。 

○ また、県内外の大規模災害発生時に、迅速に被災地に赴き、被害情報を収集して県の災害対

策本部等に報告する広域災害時情報収集先遣隊を編成しています。 

○ 横浜市及び川崎市と覚書を締結し、県警察や横浜、川崎両市消防局のヘリコプターテレビ、

両市の高所監視カメラ、県警察の衛星通信用映像送信装置からの映像を相互に送受信できる伝

送システム等を整備し、災害発生直後の被害情報等がほとんど入手できない状況においても、

対策を検討できる体制を整えています。なお、県警ヘリコプターについては、県全域において、

ヘリコプターを効果的に運用できる体制を整備するため、県警察へリポートのほか海上自衛隊

厚木航空基地内に分散基地を確保しています。 

 ○ 内閣総理大臣官邸、国の非常（緊急）災害対策本部等と直接の情報通信が可能となる「中央

防災無線システム」や、国や他都道府県との情報連絡を行う「消防防災無線システム」を整備

しています。 

 ○ さらに、地震発生時に迅速・的確な初動体制がとれるよう、県内各地に配置する地震計を結

ぶ「震度情報ネットワークシステム」を整備し、震度情報をリアルタイムで収集するとともに、

災害対策本部員に対し携帯電話を利用して参集情報のメール配信を行います。 

 ○ 市町村においては、地震、津波等の緊急情報を全国に一斉配信する全国瞬時警報システム(Ｊ

－ＡＬＥＲＴ)と防災行政無線システムを連動させるなど、県民に対する災害情報の伝達体制

の充実に努めており、特に津波警報に関しては、市町村からの伝達に加え、県も沿岸地域のＮ

ＴＴドコモの携帯電話に、自動的に一斉メール配信するシステムを構築しました。 

 ○ また、県は、民間気象会社と共同で、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時

の被害情報を投稿し、閲覧できるウェブサイト「かながわ減災プロジェクト」(注)を開設し、

県民自らが災害を回避し、被害を軽減する取組を進めています。 

  

【課題】 

 ○ 災害対策に関する各種システムが県庁舎等の施設の被災、停電等により十分機能しないと、

迅速な初動体制や復旧活動に支障を生ずるため、システムの安全性の強化と多重化が課題とな

っています。 

 ○ 日頃の災害対応では、確定被害情報を中心に情報収集を進めていますが、大規模地震発生時

には、迅速な初動体制確保や被災者の支援のための被害状況や応急対策需要量の推計など現行

のシステムでは収集できない情報を的確に把握する必要があります。 

 ○ 市町村の災害対策本部と避難所や病院、診療所など救護活動拠点との情報伝達体制のさらな

る拡充が求められています。 

 ○ 災害時に情報の収集・提供を円滑に行うためには、システムや体制の整備だけでなく、常に

それらを適切に運用できるようにしておく必要があります。 

(注) 県と民間気象会社が共同で開設した、誰でも自由にパソコンや携帯電話を利用して、災害時の被害情報を投稿し、閲覧で

きるウェブサイト 
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【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、衛星携帯電話、衛星通信、インターネット、防災行政無線等の通信手段

の整備などにより、企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害関連情報等の収集・

提供体制の整備に努めます。 

 ○ 県及び市町村は、県民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等にあたり、不特定多数の

人が情報を得やすいインターネット等の活用を図ります。 

 ○ 県は、市町村が行う災害情報受伝達システムの構築と多重化を支援します。 

 

【主な事業】 

 １ 災害情報受伝達体制の充実 

  ○ 市町村は、住民への確実な情報伝達のため、防災行政無線や全国瞬時警報システム（Ｊ－

ＡＬＥＲＴ）の整備を進めます。県は、市町村の災害時の情報収集・提供体制の強化を支援

します。 

   ［安全防災局］ 

  ○ 県は、市町村等との確実な災害情報受伝達のため、防災行政通信網のバックアップ体制を

整えます。 

［安全防災局］ 

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

に関する技術動向を踏まえ、災害情報受伝達体制の一層の充実に向けた検討を進めます。 

［総務局、安全防災局］ 

 

 ２ 被災者支援に関する情報システムの構築等 

  ○ 市町村は、り災証明書の発行、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、

被災者の住所や家屋等の情報を効率的に処理するシステムの導入や体制の整備に努めます。 

  ○ 県及び市町村は、県民や避難所、救護活動拠点等への情報提供等にあたり、インターネッ

ト等各種通信手段の活用を図ります。 

  ［安全防災局、保健福祉局］ 

 

 ３ 報道機関との協力体制の確立 

  ○ 県及び市町村は、報道機関（テレビ、ラジオ、新聞、コミュニティＦＭなど）の協力のも

と発災時における災害報道の拡充を図ることで、被災者に対して必要な情報を提供できるよ

うな体制の確立を図ります。                   

［安全防災局、県民局］ 

 

 ４ 災害時の情報受伝達に関する協力体制の確保 

  ○ 県及び市町村は、アマチュア無線団体など、防災関係団体と連携して、災害時の情報受伝

達に関する協力体制を確保します。                    

［安全防災局］ 

 

 ５ 地震観測情報の収集、伝達体制の確保 

  ○ 国及び温泉地学研究所の日常的な地震観測情報や発災時の余震情報など、地震観測情報の

収集、伝達体制を確保します。                      

［安全防災局］ 

 

６ システムの適切な管理及び操作の習熟 
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○ 県及び市町村は、発災時の円滑な情報の受伝達を図るために、災害情報に関するシステム

や資機材を適切に管理するとともに、これらの運用に関する職員研修や実践的な訓練を継続

的に実施するなど、機器操作の習熟に努めます。                

［関係局］ 
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第４章 災害時の応急活動対策 

  第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置               

地震発生後、県は速やかに地震情報を収集・伝達するとともに、県、市町村及び防災関係機関は、

被害情報及び関係機関が実施する応急対策の措置状況を迅速に収集・連絡し、災害対策本部の設置

等必要となる体制の整備を進めます。 

 災害対策本部設置後、県、市町村及び防災関係機関は、被害規模等の情報の収集・連絡を行い、

その情報に基づき事態の推移に合わせた災害応急活動を行います。 

 

１ 地震情報等の収集・伝達 

 (1) 県内の震度情報は、震度情報ネットワークシステム（注１）により即時に把握します。また、

震源や地震の規模、津波情報等を含めた地震情報等（注２）は気象庁から伝達されます。 

 (2) 県では、24 時間体制により災害の発生に備えています。時間外、休日等に災害が発生した

場合には、まず安全防災局の当直員が地震情報等の収集・伝達を行います。地震情報等の伝達

については、次の基準により対応します。 

 

 

 ○ 市町村等への地震情報等伝達基準 

地 
 

震 

県内最大震度２以下 伝達は行わない 

県内最大震度３以上 
地震情報等並びに震度情報ネットワークシステムによる

「地震発生状況」を伝達 

津 
 
 
 
 

 

波 

津
波
警
報
等 

津波注意報 沿岸 15市町等へ伝達 

津波 

警報 

津波 沿岸 15市町等へ伝達 

大津波 沿岸 15市町等へ伝達 

津波警報等の発表がない場合 

沿岸 15 市町で最大震度３以下を

観測 
伝達は行わない 

沿岸 15 市町で最大震度４以上を

観測 

沿岸 15 市町等へ津波

注意喚起の伝達 

  ※津波警報等については、津波予報区の東京湾内湾（注 3）又は相模湾・三浦半島（注 4）におい

て発表された場合が対象となります。 
 
 
 
（注１） 震度情報ネットワークシステムとは、県内各地に配置した震度計からリアルタイムで震度情報を収集し、市町村ご

との震度を迅速に把握するとともに、収集した地震情報を消防庁及び気象庁へ送信するシステムです。 

（注２） 地震情報等とは、津波警報等{津波警報（大津波）、津波警報（津波）、津波注意報}及び震度速報、震源・震度に関す

る情報、各地の震度に関する情報等の地震・津波に関する情報をいいます。 

（注３） 東京湾内湾とは、東京湾内の千葉県富津岬以北（富津岬先端を除く）・東京湾・神奈川県観音崎以北の沿岸の区域のこと

です。 

（注４） 相模湾・三浦半島とは、神奈川県（観音崎以北の東京湾を除く）沿岸の区域のことです。 

神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋）｜11 
 



神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波予報区 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度・地殻歪観測施設 

 

 

 

 

凡例 

◎ 横浜地方気象台 ■ 震度観測施設 ◆ 地殻歪観測施設 
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 (3) 県内最大震度４以上が観測された場合又は気象庁が津波予報区の東京湾内湾若しくは相模

湾・三浦半島に津波注意報又は津波警報を発表した場合、県は防災行政通信網を通じて直ちに

市町村等に地震情報等を伝達するとともに、災害情報管理システムにより被害情報を収集する

旨の連絡を行い、被害の早期把握と情報の共有化を図ります。 

   なお、沿岸市町への津波注意報又は津波警報の伝達は、ＮＴＴ東日本及び県警察本部（地元

警察署）からも伝達されるほか、全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)(注１)による情報配信

も行われます。 

 (4) 県は、気象庁が、東京湾内湾又は相模湾・三浦半島に津波警報を発表した場合、該当する沿

岸地域のＮＴＴドコモの携帯電話に、津波避難に関する緊急情報を一斉メール配信します。(注

２)また、海岸利用者や沿岸部の道路利用者に対し、津波情報盤や道路情報板により津波情報を

伝達します。 

 (5) 関係機関及び県は、地震情報等について、地震情報等の受理伝達系統図により迅速・的確に

伝達します。 

 (6) 市町村は、全国瞬時警報システムなどにより地震情報等を受理したときは、防災行政無線等

を通じて直ちに住民等に伝達するとともに、避難の勧告や指示等の措置を行います。 

 (7) 県は、地震調査研究推進本部等の国の機関の地震情報等や、温泉地学研究所で収集した発災

時の地震情報及び群発地震発生時の発生回数等の情報を、市町村や関係機関に伝達します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注１) 全国瞬時警報システム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)とは、津波警報、緊急地震速報といった、対処に時間的余裕のない事態に関す

る緊急情報を、人工衛星を用いて市町村等へ送信するもので、市町村は、これを防災行政無線等と接続し、人手を介さず

に国から住民まで緊急情報をサイレンや音声放送により瞬時に伝達できるようにしています。緊急地震速報や津波警報は、

原則として自動的に発報されます。 

(注２) 今後、ＮＴＴドコモ以外の携帯電話にも配信できるシステムづくりを進めます。 
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 ○ 県防災行政通信網の運用 

  １ 災害時の通信連絡 

    気象予警報並びに災害時における災害情報の伝達、及び被害情報の収集その他応急対策

に必要な指示、命令、応援要請等を県が行う際には、県主要機関、市町村及び防災関係機

関に整備した県防災行政通信網により行います。 

  ２ 県防災行政通信網の運用 

    県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要綱」

や「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行いますが、通信の種

類と手段は次のとおりです。 

  (1) 通信の種類 

   ア 緊急通信 地震その他緊急の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときに行

う緊急を要する通信 

   イ 一般通信 緊急通信以外の通信 

   ウ 一斉通信 複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

   エ 個別通信 個別の通信局間で行う通信 

  (2) 通信の手段 

    通信は、音声又はファクシミリにより行います。 

     

 ○ 災害情報管理システムの運用 

  １ 被害情報の収集・伝達 

    災害情報管理システムは、市町村や県の各機関と災害対策本部室をオンラインネットワ

ークで結び、災害発生時には、市町村等が把握した被害情報を、災害発生当初の速報から

その後の詳細な被害内容まで、リアルタイムで県災害対策本部や他の防災関係機関で情報

共有するためのシステムです。 

    これらの情報は、コンピュータ処理により必要な形に加工でき、こうした情報に基づき

災害応急対策を検討し、必要な措置を決定します。 

  ２ 災害情報管理システムの運用 

    災害情報管理システムの運用は、「神奈川県災害情報管理システム運営要綱」により行い

ます。利用できる情報は次のとおりです。 

   (1) 防災基礎情報（病院等の施設、道路、河川等の基礎的な情報） 

   (2) 被害情報、被害復旧情報（道路被害・復旧、河川被害、学校被害等） 

   (3) 応援要請情報、応急措置情報(自衛隊派遣要請、緊急消防援助隊派遣要請、各機関の

応急措置) 

   (4) 災害状況資料（被害情報等を基に加工した災害状況資料） 
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  第５節 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動             

 県民の非常用備蓄等にもかかわらず、災害の規模により食糧等（飲料水、生活用水、食糧及び生

活必需物資等）の不足が生じた場合、市町村は、備蓄物資の活用、各種協定等による物資の調達、

支援物資の活用さらには広域的な支援を受け、被災者に早期に必要な食糧等を供給します。 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達

に留意するものとします。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災

地の実情を考慮するものとします。 

 なお、被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態

の解消に努めるとともに、食糧、飲料水及び生活必需物資等の円滑な供給に十分配慮します。 

  

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

 (1) 給水方針 

   県及び市町村は、災害発生時に飲料水を得られない者に対して、１人１日３ℓ の応急給水を

行います。 

 (2) 飲料水の確保 

  ア 県は、水道事業者等に対して、飲料水の確保を指示します。 

  イ 市町村は、水道事業者に要請して飲料水の確保を行うとともに、自ら湧水、井戸水、河川

水等を浄化処理して飲料水を確保します。 

  ウ 水道事業者は、応急給水用飲料水及び水道施設の確認に努めます。 

 (3) 飲料水の供給活動 

  ア 応急給水 

   (ｱ) 市町村は、給水班を組織し、県及び市町村の水道事業者が確保した飲料水のほか、非常

用飲料水貯水槽、鋼板プールの水、井戸水等を活用して応急給水を実施します。特に医療

機関への速やかな給水を優先的に配慮します。また、市町村は、給水が困難な場合は、県

に対して支援を要請します。 

   (ｲ) 県は、市町村の水道事業者の応急給水についての指示及び連絡調整を行うとともに、応

急給水用飲料水の衛生指導を行います。 

飲料水の確保が困難な場合は、必要に応じて、災害時、震災時の相互応援に関する協定

を締結している九都県市、関東地方知事会若しくは厚生労働省又は国の非常（緊急）災害

対策本部等に支援等を要請するとともに、自衛隊に給水等の要請を行います。 

     これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不足する物資等について

事前に確認したうえで、関係機関相互間で情報交換し、体制の整備に努めます。 

   (ｳ) 県営水道は、応急飲料水の確保に努め、災害用指定配水池における応急給水を支援する

とともに、県営水道給水区域内の市町と災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実

施し、連携の強化を図ります。 

     また、給水区域内の市町からの要請に基づき、他の都県市水道事業者に支援要請を行い

ます。 

  イ 応急復旧 

水道事業者は、被災者の生活に欠かすことのできない水道施設を復旧し、一日も早く給水

装置を通じて給水できるようにします。また、必要に応じて他の水道事業者等に応援要請を

行います。 

 (4) 応急飲料水以外の生活用水の供給 

   県及び市町村は、飲料水以外の生活用水等についても、必要最小限の範囲で確保及び供給に

努めます。 
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２ 食糧の調達・供給 

 (1) 供給方針 

   市町村は、備蓄食糧等を活用するとともに、主要食糧及び副食・調味料等を調達し、被災者

等に対して供給します。 

 (2) 食糧の調達・供給活動 

  ア 市町村の対策 

   (ｱ) 備蓄食糧等を活用した食糧品等の提供に努めるとともに、不足した場合には、調達計画

に基づき地区内小売業者等から調達した食糧及び広域応援協定等により調達した食糧や、

全国からの支援物資等を被災者に供給し、又は応急給食を実施します。 

   (ｲ) 必要な食料品等の調達が困難な場合は、県に対して支援を要請します。 

     ただし、政府所有米については、交通・通信の断絶により県の指示が得られない場合、

直接農林水産省（生産局農産部貿易業務課）に要請します。 

  イ 県の対策 

   (ｱ) 応急物資の取扱いに関する協定を締結している卸売業者、小売業者及び応急食糧の調達

協力企業、団体に対し、在庫米の売り渡しの要請をします。 

   (ｲ) 農林水産省（生産局農産部貿易業務課）に対し、政府所有米の放出を要請します。 

   (ｳ) パン、即席麺、粉ミルク等、米以外の食糧についても、応急物資の取扱いに関する協定

を締結している企業、団体及び応急食糧の調達協力企業、団体に対し、売り渡しの要請を

します。 

   (ｴ) なお、塩については、災害が起きた場合、災害救助法適用地域を対象として、県の申請

に基づき㈶塩事業センターから提供されます。 

   (ｵ) 調達が困難な場合は、災害時、震災時等の相互応援に関する協定を締結している九都県

市、関東地方知事会若しくは農林水産省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等を

要請します。 

     また、これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不足する物資等に

ついて事前に確認したうえで関係機関相互間で情報交換し、体制の整備に努めます。 

   (ｶ) また、必要に応じて自衛隊に炊飯等を要請します。 

 

 

 ○ 応急物資の調達に係る協定 

   県は、食糧の調達の円滑を期するため、関係者と「災害救助法が発動された場合の応急

物資の取扱いに関する協定書」等を締結しています。 

   県が協定を締結している食糧 

   米、食パン、粉ミルク、味噌、醤油、梅干、沢庵、麺、即席麺 

 

 

 

 ○ 協定締結先一覧 

  神奈川県主食卸商組合 

  神奈川県パン協同組合連合会 

  神奈川県麺業協同組合連合会 

  日清食品ビジネスサポート㈱ 

  東洋水産㈱ 

  神奈川・埼玉味噌工業協同組合 

  中央醤油工業協同組合 

  神奈川県漬物工業協同組合 

  ビーンスターク・スノー㈱ 

  ㈱明治 

  森永乳業㈱ 

                                （平成 23年９月１日現在） 

 

16｜神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 



神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 

 

 

 ○ 応急食糧の調達協力企業・団体一覧 

 農林水産省 

  山崎製パン㈱ 

  ㈱中村屋 

  フジパン㈱ 

  第一屋製パン㈱  

  敷島製パン㈱  

  ㈱ミツハシ 

  ㈱ジャンボリア 

  ㈳神奈川県乳業協会 

（平成 23年９月１日現在） 

 

 (3) 調達食糧等の集配と配分 

  ア 県 

    主要食糧等は、市町村の防災拠点や避難場所等へ直接配送します。ただし、直接配送でき

ない場合には、県総合防災センター及び広域防災活動拠点に主要食糧等を集積し、市町村

に配分します。 

  イ 市町村 

    主要食糧等を受入れ、被災者等に対して応急給食を実施します。 

 

３ 生活必需物資等の調達・供給 

 (1) 供給方針 

   県及び市町村は、備蓄物資を活用するとともに、必要な生活必需物資等を調達し供給します。 

 (2) 生活必需物資等の範囲 

   生活必需物資等の範囲は次のとおりとします。 

   寝具類、衣料、炊事用具、食器類、日用品雑貨、光熱材料、燃料等 

 (3) 生活必需物資等の調達及び供給 

  ア 市町村の対策 

   (ｱ) 備蓄生活必需物資の活用を図るとともに、調達計画に基づき地区内小売業者等から調達

した生活必需物資、広域応援協定等により調達した生活必需物資及び応援物資等を被災者

に供給します 

   (ｲ) 必要な生活必需物資の調達が困難な場合は、県に対して支援要請します。 

  イ 県の対策 

   (ｱ)生活必需物資の調達に関する協定を締結している販売業者及び液化石油ガスの調達に関

する協定を締結している（公社）神奈川県エルピーガス協会に対して、生活必需物資及び

液化石油ガスの調達を要請します。 

   (ｲ) 県は、生活必需物資の調達及び安定供給を行うため、災害時における県民生活の安定に

関する基本協定を締結している神奈川県生活協同組合連合会に対して、情報の提供及び必

要な要請を行います。 

   (ｳ) 災害救助法が適用された場合、災害救助用備蓄物資保管倉庫等にある毛布を供給します。 

   (ｴ) 調達が困難な場合は、災害時、震災時等の相互応援に関する協定を締結している九都県

市、関東地方知事会若しくは経済産業省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等を

要請します。また、これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不足す

る物資等について事前に確認したうえで関係機関相互間で情報交換し、体制の整備に努め

ます。 

 

 

 

神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋）｜17 
 



神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 

 

 ○ 協定締結先一覧 

㈱高島屋横浜店 

㈱横浜岡田屋 

㈱さいか屋 

㈱小田急百貨店藤沢店 

㈱丸井 

㈱そごう・西武そごう横浜

店 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹相模

原店 

㈱ダイエー 

㈱東急ストア 

㈱京急ストア 

ユニー㈱ 

小田急商事㈱ 

オーケー㈱ 

㈱イトーヨーカ堂 

相鉄ローゼン㈱ 

 

㈱マルエツ 

㈱ヌマヤ 

㈱田原屋 

イオンリテール㈱ 

㈱中村屋 

㈱小田原百貨店 

マックスバリュ東海㈱ 

㈱ヨークマート 

富士シティオ㈱ 

㈱CFSコーポレーション 

ヤオマサ㈱ 

㈱カインズ 

生活協同組合コープかながわ 

㈿横浜総合卸センター 

㈿横浜マーチャンダイジン

グセンター 

 

㈿川崎卸センター 

小田原卸商業団地(協) 

㈱ｾﾌﾞﾝ－ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

㈱ローソン 

㈱ｻｰｸﾙ K ｻﾝｸｽ 

㈱スリーエフ 

㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 

（平成 23年４月１日現在） 

 (4) 調達した生活必需物資等の集積と配分 

  ア 県 

    生活必需物資等は、市町村の防災拠点や避難所等へ直接配送します。ただし、直接配

送できない場合には、県総合防災センター及び広域防災活動拠点に生活必需物資等を集積

し、市町村に配分します。 

  イ 市町村 

    生活必需物資等を受入れ、被災者に対して配分します。 

 

18｜神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 



神奈川県地震防災計画～地震災害対策計画～（抜粋） 

  第９節 ライフラインの応急復旧活動                             

 発災後、直ちに専門技術をもつ人材等を活用して、それぞれの施設、設備の緊急点検を実施する

とともに、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、ライフ

ラインの応急復旧を速やかに行います。 

 災害対策本部は、水道、電気、ガス等のライフラインを早期に回復するために、ライフライン各

事業者に対して応急対策活動を要請するとともに、各事業者の被害及び復旧状況を把握し、異なる

施設間の復旧速度の相違に起因する二次災害の発生を防ぐため、連携を図りながら復旧するよう調

整します。 

 各事業者は、あらかじめ相互の応援体制を整備し、必要に応じて電力等の融通等について検討す

るとともに、被害状況、復旧〔見込み〕状況及び安全確認のための情報を県民等に広報・周知し、

二次災害の防止、利用者の不安解消に努めます。 

 

１ 上水道施設（上水道事業者） 

 (1) あらかじめ定められた計画により要員を確保し、水道施設の復旧を速やかに行います。 

 (2) 施設の破損等により給水を停止する場合、又は断水のおそれが生じた時は、県、市町村及び

県民等に対して、影響区域や復旧期について速やかに周知します。 

 (3) 応急復旧工事に必要な資材の調達、工事の実施等については、協定等に基づき、他の事業者、

工事業者等へ協力を要請します。 

 (4) 被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系統を考慮し

た復旧計画を定めます。 

 (5) 送配水管等の復旧については、水源から浄水場及び配水池に至る幹線を優先し、次に主要な

配水管等を順次復旧します。 

 (6) 応急復旧を迅速に行うため、状況によって仮設配水管を設置するとともに、必要に応じて消

火栓を併設します。 

 

２ 下水道施設（下水道管理者） 

 (1) 災害が発生した場合、あらかじめ定められた計画に基づき要員を確保し、直ちに被害状況の

調査、施設の点検を実施し、排水機能の支障及び二次災害のおそれのある場合については応急

復旧を行います。 

 (2) 流域下水道では、県と関連市町が連携して、被害状況の調査、施設の点検を行います。 

 (3) 施設の実状に即した応急対策用資材の確保に努め、応急復旧の緊急度等を考慮し、関係機関

と協力した応急復旧を実施します。 

 (4) 施設の被害状況及び復旧見込み等について、県、市町村及び県民等に対して広報し、利用者

の生活排水に関する不安解消に努めます。 

 

３ 電力施設（東京電力㈱） 

 (1) 地震災害により電力施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握し、通電火災等の二

次災害の発生を防止し、速やかに応急復旧を行い、電力供給施設としての機能を維持します。 

 (2) 感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力施設の被害状況、復旧予定等について各報道

機関や広報車並びに防災無線等を通じて広報します。 

 (3) 災害時においては、原則として送電は維持しますが、円滑な防災活動を実施するため、警察、

消防機関等からの送電停止の要請があった場合には、適切な危険予防措置を講じます。 

 (4) 災害時における復旧資材を次により確保します。 

  ・ 現業機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫量を常に把握しておくとともに、調達を必
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要とする資材は可及的速やかに確保します。 

 

  ・ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している業者の車両、船艇等により行いますが、不足

する場合は、他業者及び他店の協力を得て輸送力の確保を図ります。 

  ・ 災害時においては、復旧資材置場としての用地を確保します。 

 (5) 災害復旧の実施にあたっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難場

所等を優先します。 

 

４  都市ガス施設等 

 (1) 東京ガス㈱は、震度５弱以上の地震が発生した場合には、自動的に非常事態対策本部を設置

するとともに、各事業所に対策支部を設置し、全社的な応急活動組織を編成します。早期に被

害状況を把握し、引火等の二次災害の発生を防止するとともに、災害対策の迅速かつ適切な実

施を図るため、速やかに応急復旧を行います。 

 (2) 東京ガス㈱は、災害発生後、可能な限り迅速かつ適切に施設及び設備の緊急点検を実施する

とともに、二次災害の防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に応急復旧活動を

行います。 

 (3) 東京ガス㈱は、ガス漏えいにより被害拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気

の使用禁止、ガス供給停止等の適切な危険予防措置を講じます。 

 (4) 東京ガス㈱は、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、その状況に応じ

た広報活動を報道機関を通じて行うほか、地方自治体等の関係機関とも連携を図ります。 

 (5) その他の都市ガス業者（厚木瓦斯㈱、秦野瓦斯㈱、小田原瓦斯㈱及び湯河原瓦斯㈱）は、そ

れぞれの計画に基づき必要な応急復旧措置を講じます。 

 (6) 液化石油ガス業者は、都市ガス業者同様、必要な応急復旧措置を講じます。 

 

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

㈱） 

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

災状況を把握し、被災した通信回線、電気通信設備等の応急復旧工事、現状復旧までの間の維

持に必要な補強、整備工事などの応急復旧対策を行います。 

    また、通信施設に被害が生じた場合、又は異常輻輳等の発生により、通信のそ通が困難にな

ったり、通信が途絶するような場合においても、最小限の通信を確保するため、通信の利用制

限、非常通話・緊急通話の優先確保、無線設備、移動基地局車による措置、避難所への特設公

衆電話の臨時設置、災害用伝言ダイヤル「171」等及び携帯電話での災害用伝言板の運用開始、

回線の応急復旧、災害対策用携帯電話の貸出しなどの応急措置を実施します。 

 (2) 特設公衆電話の臨時設置にあたっては、り災者の利用する避難所を優先します。 

 (3) 災害復旧の実施にあたっては、原則として治安、救援等の最重要機関及び防災機関を優先し

ます。 
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平成２４年１２月 

神奈川県防災会議 

 

神奈川県地震防災計画～風水害等災害対策計画～（抜粋）｜21 
 



神奈川県地震防災計画～風水害等災害対策計画～（抜粋） 

第 10 編 放射性物質災害対策編 

 

 原子力の利用、開発及び研究における指導及び監督は、防災対策を含めて文部科学省等の国の所

管となっており、原子力基本法をはじめとする原子力関係法令により、国、関係事業者等において

対策が講じられていますが、核原料物質・核燃料物質・放射性同位元素等（以下「放射性物質」と

いう。）による災害の特殊性を考慮し、不測の事態に備えて円滑な対策活動の実施が図られるよう

災害予防対策上及び災害応急対策上必要な事項を定めます。 

放射性物質災害対策の実施にあたり、本編で定める事項のほか、必要に応じて、第２編風水害対

策編及び原子力災害対策計画で定める事項を準用します。 

  なお、神奈川県地域防災計画（原子力災害対策計画）の対象となる災害については、本編の対象

から除きます。 

    〔取扱い・取締りに関する法令〕 

        放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

        核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

 

第１章 災害予防 

  第２節 災害応急対策への備え                                

１ 放射性物質災害に対する防災体制の整備 

 (2) 県及び市町村の防災体制の整備 

    ア 防災体制の整備 

      (ｱ) 県及び市町村は、放射性物質災害対策の迅速･的確な実施を図るため、平常時から相互

の連携を図るとともに、放射性物質に係る防災体制の整備に努めます。     ［安

全防災局］ 

     (ｲ) 消防機関は、放射性物質取扱事業所等(放射性物質の事業所外の輸送中を含みます｡以下

同じ｡)の火災等緊急時における円滑な消防活動の確保､消防隊の被ばく防止及び放射能汚

染の防止等のため､消防活動体制の整備に努めます。 

   イ 放射性物質取扱事業所等の把握 

       県及び市町村は、放射性物質に係る防災対策を迅速・的確に行うため、放射性物質取扱事

業所等の把握に努めます。                           ［安

全防災局］ 
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第２章 災害時の応急活動計画 

  第１節 発災直後の情報の収集・連絡                                    

１ 災害情報の収集・連絡  

 

【放射性物質取扱事業所等の事故発生時の連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 事故情報等の連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、事故が発生した場合、速やかに文部科学省、消防機関及び県

警察へ連絡します。なお、工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を

含む。）において事故が発生した場合は、国土交通省に連絡します。 

   イ 県は、市町村及び県警察から受けた事故情報を消防庁及び関係機関へ連絡します。 

   ウ 県は、文部科学省、消防庁又は国土交通省からの情報を、関係市町村及び関係機関へ連絡

します。 

(2) 放射性物質取扱事業所等の事故発生による被害情報の収集・連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、被害状況を消防機関、県警察及び文部科学省に連絡します。

なお、工場又は事業所の外における運搬（船舶又は航空機による運搬を含む。）における事

故の場合は、国土交通省に連絡します。 

   イ 市町村は、被害状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、

把握できた範囲から直ちに県へ報告します。 

   ウ 県警察は、被害規模の早期把握のための災害情報収集活動を行い、必要に応じて、ヘリコ

プターテレビによる映像情報の収集を行うとともに、県災害対策本部室に配信します。 

   エ 県、横浜市及び川崎市は、ヘリコプターテレビや両市の高所監視カメラ等の映像情報を相

互提供し、被害情報を把握します。 

   オ 県は、市町村等からの情報を収集するとともに、映像情報等による被害規模に関する概括

的な情報を把握し、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ、関係省庁に連

絡します。 

(3) 応急対策活動情報の連絡 

   ア 放射性物質取扱事業者等は、文部科学省（工場又は事業所の外において事故が発生した場

合は、国土交通省）及び関係市町村に応急対策等の活動状況、被害状況等を定期的に文書に

より連絡します。 

   イ 市町村は、県に応急対策等の活動状況を報告し、応援の必要性等を連絡します。 

        また、県は、自ら実施する応急対策の活動状況を関係市町村に連絡します。 

    ウ  県は、応急対策の活動状況等を消防庁へ随時連絡します。 

放
射
性
物
質
取
扱
事
業
者
等 

 

最寄りの 

消防機関 

最寄りの

警察署 

県 市町村・

消防本部 

県警察 

文部科学省 

消防庁 

警察庁 

関係省庁 

国土交通省 
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  第２節 活動体制の確立                                    

１ 県の活動体制 

(1) 職員の配備体制 

      県は、事故の状況に応じて速やかに警戒体制に入り、被害情報等の収集活動を行い、災害応

急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

    また、災害が拡大するおそれがある時には、第１次応急体制等へ体制を拡大させます。 

(2) 災害対策本部及び警戒本部の設置 

  ア 知事は、放射性物質の漏洩等による事故の影響が周辺に及ぶおそれがある場合、事故の規

模、予想される被害等により、災害応急対策を実施するため必要と認めたときは、県災害対

策本部又は県警戒本部を県庁第二分庁舎６階の災害対策本部室に設置し、情報収集や連絡調

整を行うとともに、災害応急対策を検討し、必要な措置を講じます。 

   イ 知事は、災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び消

防庁長官に報告をするとともに、必要と認める者に連絡します。 

(3) 県現地災害対策本部等の設置 

      県災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認める地域

県政総合センターに、県災害対策本部の組織として、県現地災害対策本部を設置します。 

     なお、県災害対策本部設置に至らない局地的災害で、応急対策上必要と認めるときは、地域

県政総合センターに現地対策本部を設置します。 

(4) 国への専門家の派遣要請等 

    ア 知事及び市町村長は、必要に応じ、専門家の助言、指導を得るため、関係省庁に対して、

原子力関係の専門家又は専門知識を有する職員の派遣を求めるとともに、原子力関係機関に

対し、必要な人員及び資機材の応援を要請します。 

    イ 県及び関係市町村は、国と協力し、救出・救助、立入制限、医療救護等各種災害応急対策

に従事する者（以下「防災業務関係者」という。）の安全確保のための防護資機材の整備に

努めます。 

(5) 緊急救護体制 

   ア 県は、国、市町村、医療機関等の協力を得て医療救護活動を行います。 

   イ 県は、関係市町村の要請又は自らの判断により、県保健福祉事務所に救護所を設置します。 

 

２ 県警察の活動体制 

   県警察は、放射性物質の漏洩の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、直ちに警察本

部に県警察災害警備本部を設置するとともに、必要により、発生地に現地警備本部又は現地指揮

所を、関係警察署に警察署災害警備本部を設置して指揮体制を確立するとともに、県、関係市町

村及び関係機関と連携して、次の応急対策を実施します。 

  (1) 周辺住民等の屋内退避、避難誘導その他の防護活動 

  (2) 犯罪の予防等社会秩序の維持活動 

  (3) 緊急輸送のための交通の確保 

  (4) 周辺住民等への情報伝達 

  (5) 搬送中の事故時における負傷者の救出救助活動 

  (6) その他必要な措置 

 

３ 市町村の活動体制 

(1) 市町村は、放射性物質の漏洩等による事故の状況に応じ、県の体制に準じた体制をとります。 

(2) 市町村は、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

   ア 救出救助・救急活動 
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   イ 消火活動 

   ウ  医療救護活動 

    エ 周辺住民等に対する災害広報 

    オ 警戒区域の設定 

    カ 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 

    キ 避難所の開設、運営管理 

    ク  その他必要な措置 

(3) 市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

４ 県、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県医師会、神奈川県歯科医師会の活動 

   県、医師会及び歯科医師会は、救護班等を現地に派遣し、負傷者の応急措置を行います。 

    また、県及び日本赤十字社神奈川県支部は、必要に応じてその他の救援救助対策を実施します。 

 

５ 神奈川県薬剤師会、神奈川県医薬品卸業協会の活動 

   県薬剤師会及び県医薬品卸業協会は、県、関係市町村又は医師会等から協力要請があった場合

には、各支部薬剤師会及び各医薬品卸業協会員に要請し、医療救護活動に必要な医薬品等の確保

に努めます。 

 

６ 広域的な応援体制 

   知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急処置について必要な指示を

し、又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

 

 

  第３節 災害時の県民等への指示広報                            

１ 県の措置 

(1) 市町村等への情報提供 

      県は、火災等により、周辺環境に影響を及ぼす放射性物質の漏洩等の事故が発生し、又は発

生するおそれがある場合（以下「緊急時」という。）は、関係市町村等が行う広報活動に必要

な情報を随時提供します。 

(2) 報道機関への放送要請 

  ア 県は、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱

アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川及び横浜エフエム放送㈱に対し、次の広報を要

請します。 

     (ｱ) 事故等の状況及び今後の予測 

     (ｲ) 被害状況と応急対策の実施状況 

      (ｳ) 県民のとるべき措置及び注意事項 

    (ｴ) 他の機関からの広報依頼事項のうち必要と認められる事項 

      (ｵ) その他必要な事項 

    イ 県は、「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞

社に対し、被害状況、応急対策の実施状況等について、広報を要請します。 

 

 

２ 市町村の措置 

   市町村は、同報無線や広報車、協定を締結するケーブルテレビやミニＦＭ放送局、自主防災組
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織との連携等により、周辺住民等に対して、次の事項に対して迅速に広報及び必要な指示を行い

ます。 

  

３ 防災関係機関の措置 

   防災関係機関は、周辺住民のニーズを十分に把握し、それぞれが定めた災害時の広報計画に基

づき、住民及び利用者に対して、交通に関する情報、ライフラインに関する情報等について広報

を実施するとともに、特に必要があるときは、県、関係市町村及び報道機関に広報を要請します。 

 

４ 住民等からの問い合わせに対する対応 

   県及び市町村は、関係機関と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応

するため、専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等の体制を確立します。 

 

 

  第４節 放射線測定体制の強化                                 

１ 県の措置 

    県は、必要に応じ国等の専門家の助言・指導を得て、関係機関とともにモニタリング活動を行

うなど、放射性物質による環境への影響について把握するとともに、その結果を速やかに公表し

ます。 

 

２ 市町村の措置 

   市町村は、放射能測定資機材の整備に努めます。 
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第３章 災害復旧 

 

  第１節  汚染物の除去                                     

 事故の原因者は、放射性物質による汚染を除去します。 

 

 

  第２節  各種制限措置の解除                                 

 県、市町村その他関係機関は、環境放射線モニタリング等による地域の汚染状況の調査等の措置

が行われたのち、国の専門家の助言を踏まえ、各種制限措置の解除を行います。 

 

 

  第３節  安全の確認                                        

 県及び市町村は、国の専門家の安全確認を待って事故対策を終息させます。 
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第１編  総則 

 第４章 計画の基礎とすべき災害の想定                             

１ 前節の原子力災害対策重点区域内における原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態

については、原子力災害対策指針等のとおりとします。 

 
 

○ 原子力施設からの放射性物質及び放射線の放出形態 

（出典：原子力災害対策指針－原子力規制委員会） 

１ 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態  

   原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機能し

ない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。その際、大気へ放出の可能性がある放射性

物質としては、気体状のクリプトンやキセノン等の希ガス、揮発性のヨウ素、気体中に浮遊す

る微粒子（以下「エアロゾル」という。）等の放射性物質がある。これらは、気体状又は粒子

状の物質を含んだ空気の一団（以下「プルーム」という。）となり、移動距離が長くなる場合

は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方向の広範囲に影響が及ぶ可能性があ

る。また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。さらに、土

壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流出には特別な留意

が必要である。 

実際、平成２３年３月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故においては、

格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子炉建屋の

損傷等の結果、セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。また、炉心冷却に用

いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。したがって、事故による放出形態は

必ずしも単一的なものではなく、複合的であることを十分考慮する必要がある。 

 

２ 核燃料施設で想定される放出形態 

  (1) 火災、爆発等による核燃料物質の放出 

核燃料施設においては、火災、爆発、漏えい等によって当該施設からウランやプルトニウ

ム等がエアロゾルとして放出されることが考えられる。これらの放射性物質は上記１と同様

にプルームとなって放出、拡散される。フィルタを通して放出された場合には、気体状の物

質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。ただし、爆発等によりフィルタを通さずに放出され

た場合には、粗い粒子状の放射性物質が多くなる。  

 

  (2) 臨界事故 

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加え、反応に

よって中性子線及びガンマ線が発生する。遮へい効果が十分な場所で発生した場合は放射線

の影響は無視できるが、効果が十分でない場合は、中性子線及びガンマ線に対する防護が必

要である。なお、防護措置の実施に当たっては、中性子線及びガンマ線の放射線量は発生源

からの距離のほぼ二乗に反比例して減少する点も考慮することが必要である。 
 

２ 核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価については、原子力施設等の防災対策について（平

成 15年原子力安全委員会決定）を参考にします。 

 
 

○ 核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価 

（出典：原子力施設等の防災対策について－原子力安全委員会） 

 １ 想定する輸送物 

   仮想的な事故評価において対象とする輸送物は、原子炉等規制法における規定に基づき区分さ

れた輸送容器のうち、輸送容器内の放射能量等が多いＢ型輸送物及びＢ型に次いで一定の放射能

量を収納するＡ型輸送物とする。 
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   ○ Ｂ型輸送物の例：使用済燃料、ＭＯＸ燃料、高レベルガラス固化体 

    ○ Ａ型輸送物の例：新燃料、濃縮ＵＯ２ 、濃縮ＵＦ６ 、天然ＵＦ６ 

    ○ Ｌ型輸送物の例：低レベル廃棄物 

    ○ IP型輸送物の例：低レベル廃棄物（六ヶ所埋設）、再処理後回収ウラン 

 

 ２ 想定事象及び一般公衆への影響 

   想定事象としては、衝突事故、火災事故、落下事故等により遮へい性能及び密封性能が劣化す

るような事象とする。 

   臨界事故については、 

   ① 輸送中、核燃料物質等は輸送容器に収納されているため、原子力施設のように人為的な操

作等が介在しないこと、 

   ② 特別の試験条件を超える条件でも容器の水密性は維持されるが、仮に浸水したとしても未

臨界性は確保されることから対象としない。 

    なお、濃縮ＵＦ６の輸送物については浸水を考慮した評価は行われていないが、 

   ① 特別の試験条件を超える条件でも耐圧性能を有していること、 

   ② 800℃、４時間の耐火性能を有していること、 

   ③ 現状の輸送経路中、最も高い76ｍの高架から落下した場合でも、特別の試験条件に包絡さ

れることから、輸送容器の水密性は維持され、未臨界性は確保されると考えられる。 

  (1) Ｂ型輸送物 

   ア 想定事象 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      使用済燃料輸送物が特別の試験条件である800℃、30分を超えるような火災に遭遇し、

中性子遮へい材が全損（特別の試験条件下では半損）することを想定      

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      使用済燃料輸送物が特別の試験条件である非降伏面、９ｍ落下を超える衝撃を受け、燃

料被覆管が100％破損することにより輸送容器からガス状放射性物質が放出することを想

定（風速１ｍ／ｓ、大気安定度Ｆ） 

   イ 一般公衆への影響 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      表面から１ｍで約4.5ｍＳｖ／ｈ、半径15ｍの距離で約0.25ｍＳｖ／ｈ（10ｍＳｖに達するまでに約40

時間）、半径50ｍの距離で約20μＳｖ／ｈ。 

      原子力緊急事態に至る遮へい性能の劣化（表面から１ｍで10ｍＳｖ／ｈ）があった場合には、

半径15ｍの距離で10時間で５ｍＳｖ程度。 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      半径15ｍの距離で約16μＳｖ／ｈ（10ｍＳｖに達するまでに約26日）、半径50ｍの距離で約 

５μＳｖ／ｈ。 

      原子力緊急事態に至る放射性物質の漏えいがあった場合は、半径15ｍの距離で約５ｍＳｖ

以下（特別の試験条件下での許容値である漏えい率Ａ２値/weekで10時間放出）。 

   ウ 防護対策 

    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、土嚢等で遮へい対策をする。 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、シート等により拡散防止対策を

する。 

 

  (2) Ａ型輸送物 

   ア 想定事象 
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    (ｱ) 遮へい性能の劣化 

      Ａ型輸送物の収納物自体は新燃料等の低線量放射性物質であるため想定しない。（収納

物表面で20～50μＳｖ） 

    (ｲ) 密封性能の劣化 

      天然ＵＦ６輸送物が800℃、30分を超えるような火災に遭遇し、耐火保護カバーが劣化

して、収納物が放出することを想定 

   イ 一般公衆への影響 

    (ｱ) 密封性能の劣化 

      距離に依存せず100μＳｖ以下 

   ウ 防護対策 

    (ｱ) 密封性能の劣化 

      初期消火後、ロープ等を用いて半径15ｍの範囲を立入禁止区域とし、シート等により漏

えい防止対策をする。 

 

 ３ 想定事象に対する評価結果 

   対象輸送物に法令の基準を超える事象を想定しても、輸送経路周辺の一般公衆の被ばく線量が

10ｍＳｖに達するまでにかなりの時間的余裕があること、対象輸送物は隊列輸送が行われており多

人数の輸送隊で構成されていること等を考慮すれば、この間に事業者による立入禁止区域の設

定、汚染・漏えい拡大防止対策及び遮へい対策等が迅速かつ的確に行われることにより、原子力

災害対策特別措置法の原子力緊急事態に至る可能性は極めて低いと考えられる。 

   また、仮に原子力緊急事態に至る遮へい劣化又は放射性物質の漏えいがあった場合に、一般公

衆が半径15ｍの距離に10時間滞在した場合においても、被ばく線量は５ｍＳｖ程度であり、事故の

際に対応すべき範囲として一般公衆の被ばくの観点から半径15ｍ程度を確保することにより、防

災対策は十分可能であると考える。 
 

 

３ 地震及び津波による原子力施設への影響については、県が実施・作成する地震被害想定調査、

津波浸水予測図等を参考にするものとします。 
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第２編  原子力施設等に係る事故災害対策 

  第１章 災害予防対策                                         

第２節 災害応急対策への備え 

３ 原子力災害に対する防災体制の整備 

 (1) 原子力事業者等の防災体制の整備 

  ア 災害予防措置等の実施 

   (ｱ) 原子力事業者等は、原子力関係法令を遵守し、放射性物質に係る安全管理に最大の努力

を払い、災害防止のために必要な措置をとります。 

   (ｲ) 原子力事業者等は、その従業員に対して、防災に関する教育訓練を積極的に行うととも

に、国、県、関係市町村、他の原子力事業者その他関係機関との連携体制の確立を図り、

防災体制の整備に万全を期します。 

 

  イ 原子力防災組織の設置 

    原子力事業者は、原子力事業所ごとに原子力防災組織を設置し、オフサイトセンターに組

織される原子力災害合同対策協議会への派遣、原子力事業所内外の放射線量の測定その他特

定事象に関する状況の把握、原子力災害の発生又は拡大の防止のほか、放射性物質による汚

染の除去等に必要となる防災要員について、原災法施行規則第３条に定めるところにより、

十分な人数を配置するものとします。 

 

   ウ 原子力防災管理者等の選任 

原子力事業者は、原子力防災組織を統括する者として、原子力事業所ごとに、その事業所

長等から原子力防災管理者を選任するとともに、原子力防災管理者を補佐し、また、原子力

防災管理者が不在の時にその職務を代行する副原子力防災管理者を選任します。さらに、副

原子力防災管理者を複数名置く場合には、あらかじめ代行する順位などについて定めておき

ます。 

 

   エ 原子力防災資機材の整備等 

     原子力事業者は、放射線防護用器具、非常用通信機器、放射線測定設備・機器その他の応

急対策に必要な防災資機材を整備するとともに、防災資機材のデータベース及び緊急時の活

用に備えた集中管理体制を整備するものとします。 

また、関係機関が実施する原災法第２条第５号に定める緊急事態応急対策、同条第７号に

定める原子力災害事後対策等が迅速・的確に行われるよう、防災要員の派遣及び防災資機材

の貸与その他必要な措置を講ずるために必要な体制をあらかじめ整備します。 

さらに、風向風速計を備え、国等と情報共有するための体制を平常時から適切に整備しま

す。 

 

   オ 非常参集体制等の整備 

    原子力事業者は、事故発生時に、速やかに防災要員の非常参集等が行えるよう、必要な体

制を整備します。 

 

   カ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故への備え 

     原子力事業者等は、核燃料物質等の運搬中に事故が発生した場合、次の措置を迅速・的確

に行うため、事故時の応急措置、事故時対応組織の役割分担、携行する資機材等を記載した
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運搬計画書、迅速な通報に必要な非常時連絡表等を作成するとともに、運搬を行う際には、

これらの書類、必要な非常通信用資機材及び防災資機材を携行するものとします。 

     また、危険時の措置等を迅速・的確に実施するために必要な要員を適切に配置するととも

に、必要なマニュアルの整備を図るものとします。 

     (ｱ) 国、最寄りの警察、海上保安部署、消防機関等への通報 

    (ｲ) 消火、延焼防止の措置 

    (ｳ) 輸送物の安全な場所への移動、現場周辺への関係者以外の立入禁止措置 

    (ｴ) 遮へい対策 

    (ｵ) 緊急時モニタリングの実施 

    (ｶ) 運搬従事者や付近にいる者の退避 

    (ｷ) 核燃料物質等による汚染の拡大防止及び除去 

    (ｸ) 放射線障害を受けた者の救出、避難等 

    (ｹ) その他核燃料物質等による災害を防止するために必要な措置 

 

 (2) 県及び市町村の防災体制の整備 

  ア 警戒体制をとるために必要な体制の整備 

    県及び関係市町村は、特定事象発生の通報を受けた場合等に、速やかに職員の非常参集、

情報の収集・伝達等が行えるよう、必要な体制を整備します。 

    また、県及び関係市町村は、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成等に努

めます。 

 

  イ オフサイトセンターの立ち上げ準備体制の整備 

    県及び原子力施設所在市は、特定事象発生の通報・連絡を受けた場合、直ちに国と協力し

て、オフサイトセンターの立ち上げ準備を行えるよう、あらかじめ原子力防災専門官等と協

議して、職員の派遣体制、必要な防護資機材等を整備します。 

 

  ウ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制の整備 

    県及び関係市町村は、オフサイトセンターにおいて国が現地事故対策連絡会議を開催する

場合、これに職員を迅速に派遣するため、あらかじめ原子力防災専門官等と協議の上、派遣

職員、派遣手段等について定めておきます。 

 

  エ 災害対策本部体制等の整備 

    県及び関係市町村は、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出した場合等に、災害対策

本部等を迅速・的確に設置・運営するため、あらかじめ災害対策本部等の組織・所掌事務、

職員の参集配備体制等について定めておきます。 

 

  オ オフサイトセンターにおける活動体制の整備 

   (ｱ) 原子力緊急事態宣言発出後は、国の原子力災害現地対策本部、県及び原災法第15条第２

項第１号で定める緊急事態応急対策を実施すべき区域（以下「緊急事態応急対策実施区域」

といいます。）を管轄する市町村の災害対策本部は、オフサイトセンターにおいて、原子

力緊急事態に関する情報を交換し、緊急事態応急対策について相互に協力するため、関係

機関とともに原子力災害合同対策協議会を組織します。 

 

   (ｲ) 県及び関係市町村は、原子力災害合同対策協議会に派遣する職員、派遣手段等について、

あらかじめ原子力防災専門官等と協議して定めておきます。 
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     (ｳ) また、県及び関係市町村は、原子力災害合同対策協議会のもとに設けられる機能別作業

グループに配置する職員及びその役割、派遣手段等について、あらかじめ原子力防災専門

官等と協議して定めておきます。  

 

  カ 迅速・的確な応急活動実施のためのマニュアルの整備 

    県は、発災直後の情報の収集・連絡、モニタリング、避難等の応急活動を迅速・的確に実

施するためのマニュアルについて、訓練による検証等により、その充実を図ります。 

    関係市町村においても、必要に応じマニュアルを策定します。 

 

  キ 防災業務関係者の安全確保のための防護資機材の整備等 

   (ｱ) 県及び関係市町村は、国と協力し、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための

防護資機材の整備に努めます。 

   (ｲ) 国、県、関係市町村及び原子力事業者は、応急対策を行う防災業務関係者の安全確保の

ため、相互に密接な情報交換を行います。 

 

  ク 核燃料物質等の事業所外運搬情報の把握等に伴う必要な対応 

   (ｱ) 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故発生に備え、県は、安全確保に関する協定に基づ

き、県内の原子力事業者から核燃料物質等の運搬情報を入手した場合は、当該運搬経路で

ある区域を管轄する消防機関（以下「関係する消防機関」といいます。）等に対し、その

旨を連絡します。 

   (ｲ) 関係する消防機関等は、県から連絡のあった運搬情報に基づき、必要な対応をとります。 

   (ｳ) 県は、その他必要な運搬情報の入手について、関係する消防機関等と連携して関係機関

に働きかけます。 

   (ｴ) 原子力事業者は、核物質防護上問題を生じない範囲において、消防機関及び海上保安庁

に必要な運搬情報の提供等の協力に努めるものとします。 

 

  第２章 災害時の応急対策活動                                      

本章は、原災法第 10条に基づき原子力事業者から特定事象の通報があった場合の対応及び同法第

15 条に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の緊急事態応急対策を中心に示したものですが、

これら以外の場合であっても、防災上必要と認められるときは、本章に示した対策に準じて対応す

ることとします。 

 

第１節 発災直後の情報の収集・連絡 
１ 災害情報等の収集・連絡 

 (1) 警戒事象発生時の連絡 

  ア 原子力事業者等は、警戒事象が発生した場合、速やかに原子力規制委員会又は国土交通省、

消防機関、県警察及び最寄りの海上保安部署へ連絡します。 

    また、県内の原子力事業者は、県との「安全確保に関する協定」に基づき、県へも連絡し

ます。 

    なお、連絡に当たっては、防災業務関係者の不要な放射線被ばくを防止するための適切な

連絡を行います。 

 

  イ 県は、原子力事業者、関係市町村及び県警察から受けた警戒事象に係る情報を消防庁及び
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関係機関へ連絡します。 

 

  ウ 県は、原子力規制委員会又は国土交通省、消防庁又は第三管区海上保安本部からの情報（警

戒事象の発生及びその後の状況など）を、関係市町村（本章及び次章においては、核燃料物

質等の事業所外運搬中における事故の場合の事故発生場所を管轄する市町村を含めます。）

及び関係機関へ連絡します。 

 

 (2) 原子力事業者等からの特定事象発生の通報 

  ア 原子力防災管理者は、特定事象の発生を発見又は発見の通報を受けた場合は、直ちに次の

機関に対し、同時に文書をファクシミリで通報します。 

    また、送信後、直ちに主要な機関に対しては、その着信を確認します。 

      (ｱ) 内閣総理大臣官邸［内閣官房］ 

   (ｲ) 原子力規制委員会（原子力規制委員会、国土交通省及び経済産業省） 

   (ｳ) 内閣府 

      (ｴ) 県安全防災局 

   (ｵ) 原子力施設所在市防災主管課（事故発生場所を管轄する市町村防災主管課） 

   (ｶ) 県警察 

   (ｷ) 原子力施設所在市を管轄する消防機関（事故発生場所を管轄する消防機関） 

   (ｸ) 最寄りの海上保安部署 

   (ｹ) 原子力防災専門官 

   (ｺ) 関係周辺都道府県[本県の場合は、東京都] 等 

    ※（ ）内は、核燃料物質等の事業所外運搬中に事故が発生した場合の連絡先 

 

    なお、通報を受けた事象に対する原子力事業者への問い合わせは、原則として、原子力規

制委員会、県及び原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町

村）、関係周辺都道府県からのものに限るものとします。 

 

  イ 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態宣言を発出すべきか否

かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等の事故情報等について、

県、原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町村）、県警察

等に連絡します。 

 

  ウ 原子力保安検査官等現地に配置された原子力規制庁の職員は、特定事象発生後、直ちに現

場の状況等を確認し、その結果を原子力規制委員会、県、原子力施設所在市等に連絡します。 

 

 

   エ 県は、原子力事業者及び原子力規制委員会（原子力防災専門官を含みます。）から通報・

連絡を受けた事項について、関係市町村その他関係機関に連絡します。 

    また、関係市町村においても、原子力事業者及び原子力規制委員会（原子力防災専門官を

含みます。）から通報・連絡を受けた事項（原子力施設所在市以外の関係市町村の場合は、

県から連絡を受けた事項）について関係機関に連絡します。 

    なお、地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている

衛星通信回線、防災行政通信網等を活用し、情報収集・連絡を行います。 

 

 (3) 県が川崎市又は横須賀市に設置しているモニタリングポストで特定事象発生の通報を行うべ
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き数値を検出した場合 

  ア 県は、原子力事業者から通報がない状態において、県が川崎市又は横須賀市に設置してい

るモニタリングポストにより、特定事象発生の通報を行うべき数値（毎時５マイクロシーベ

ルト（5μSv/ｈ）以上）の検出を発見した場合は、直ちに原子力防災専門官に連絡するとと

もに、必要に応じ、原子力事業者に確認します。 

 

  イ 連絡を受けた原子力防災専門官は、直ちに原子力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事

業者に施設の状況確認を行うよう指示し、確認の結果を原子力規制委員会、県及び原子力施

設所在市等に連絡します。 

 

 (4) 特定事象発生後の応急対策活動状況、被害状況等の連絡 

  ア 原子力事業者は、(2)アの通報先に対し、施設の状況、原子力事業者の応急対策活動の状況、

事故対策本部等の設置状況、被害状況等を定期的に文書により連絡するとともに、関係省庁

事故対策連絡会議及び国の現地事故対策連絡会議に連絡します。 

 

  イ 県及び原子力施設所在市（運搬中の事故の場合は、事故発生場所を管轄する市町村）は、

原子力規制委員会（原子力防災専門官を含みます。）との間において、原子力事業者その他

関係機関から連絡を受けた事項、自ら行う応急対策活動の状況等を随時連絡するなど、相互

の連絡を密にします。 

 

  ウ 県は、関係市町村、指定公共機関、指定地方公共機関、現地事故対策連絡会議等との間に

おいて、相互の連絡を密にします。 

    また、関係市町村においても、指定地方公共機関、現地事故対策連絡会議等との間におい

て、相互の連絡を密にします。 

    なお、地震や津波等の影響に伴い、一般回線が使用できない場合は、別途整備されている

衛星通信回線及び防災行政通信網等を活用し、情報収集・連絡を行います。 

 

 (5) 原子力緊急事態における連絡（原子力緊急事態宣言後の応急対策活動情報、被害情報等の連

絡） 

ア 国の原子力災害対策本部は、原子力緊急事態が発生したと判断した場合は直ちに県、原子

力施設所在市及び関係周辺都道府県に連絡を行う。 

 

  イ 県及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村の災害対策本部は、オフサイトセンタ

ーに派遣した職員に対し、自らが行う緊急事態応急対策活動の状況、被害の状況等に関する

情報を随時連絡するものとします。 

 

 

  ウ 国の原子力災害現地対策本部、県及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村の災害

対策本部、原子力事業者その他関係機関は、オフサイトセンターを通じて、常時継続的に必

要な情報を共有します。 

 

２ 放射性物質又は放射線による影響の早期把握のための活動 

(1) 特定事象が発生した場合の対応 

  ア 県は、原子力事業者から特定事象発生の通報を受けた場合には、国が設置する緊急時モニ

タリングセンターの立ち上げに協力し、平常時のモニタリングを強化し、緊急時モニタリン
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グ計画に基づき、緊急時モニタリングの準備を開始します。なお、関係市町村は、県が実施

する緊急時モニタリングに関し、要員を派遣するなどの協力を行います。 

 

イ 県、原子力事業者及び関係機関は、原子力規制委員会が原子力災害対策指針に基づき策定

する緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタリングセンターの指揮のもと、初

動段階の緊急時モニタリングを実施します。 

 

  ウ 県及び関係機関は、原子力規制委員会又は原子力災害対策本部が初動段階の緊急時モニタリ

ングの結果等により適宜改定する緊急時モニタリング実施計画並びに原子力災害対策本部の

総合調整のもと、緊急時モニタリングを実施します。また、その結果を取りまとめ、原子力災

害対策本部及び関係省庁に送付します。 

 

 (2) 原子力事業者による放射線量の測定等 

原子力事業者は、特定事象発生の通報を行った後においても、敷地境界における放射線量の

測定等を継続的に実施し、施設からの放射性物質等の放出状況、放出見通し等の情報を、原子

力規制委員会、県、原子力施設所在市等に定期的に連絡します。 

原子力緊急事態宣言発出後においては、原子力災害対策本部に連絡します。 

 

(3) モニタリング結果のとりまとめ、連絡 

  ア 原子力規制委員会は、原子力事業者から連絡のあった施設からの放射性物質等の放出状況

並びに関係省庁及び県による緊急時モニタリングの結果等をとりまとめ、県及び関係市町村

等に連絡します。 

 

イ 原子力緊急事態宣言発出後においては、原子力災害対策本部が緊急時モニタリングの結果

等をとりまとめ、原子力災害現地対策本部、県及び関係市町村等に連絡します。 

 

ウ 原子力規制委員会は、緊急時モニタリングの結果に対する総合的な評価を行った上で公表

し、県及び関係市町村等は、緊急時モニタリングの結果及びその総合的な評価を共有します。 

 

 (4) 緊急時の公衆の被ばく線量の把握 

   国、指定公共機関、県及び関係市町村は連携し、原子力緊急事態宣言発出後、健康調査・健

康相談を適切に行う観点から、発災後一か月以内を目途に緊急時における放射性ヨウ素の吸入

による内部被ばくの把握を行うとともに、速やかに外部被ばく線量の推計等を行うための行動

調査を行います。 

 

第２節 活動体制の確立 
１ 原子力事業者等の活動体制 

 (1) 警戒事象又は特定事象発生時の活動体制 

原子力事業者は、警戒事象発生の連絡を行った場合又は特定事象発生の通報を行った場合、

速やかに、防災要員の非常参集、情報収集伝達体制の確立、事故対策本部の設置など、必要な

体制をとるとともに、原子力災害の発生の防止のために必要な応急対策を行います。 

 

 (2) 損害賠償請求対応のための体制の整備 

原子力事業者は、相談窓口を設置するなど、原子力緊急事態解除宣言前であっても、可能な

限り速やかに被災者の損害賠償請求等への対応に必要な体制を整備するものとします。 
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 (3) 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故発生時の活動体制 

原子力事業者等は、核燃料物質等の事業所外運搬中の事故により特定事象が発生した場合は、

直ちに、携行した防災資機材を用いて、立入制限区域の設定、汚染・漏えいの拡大防止対策、

遮へい対策、緊急時モニタリング、消火・延焼の防止、救出、避難等の危険時の措置等を的確・

迅速に行うことにより、原子力災害の発生の防止を図るものとします。さらに、必要な要員を

現場に派遣するとともに、必要に応じ他の原子力事業者に要員及び資機材の応援要請を行いま

す。 

 

２ 県の活動体制 

 (1) 職員の警戒配備体制 

   県では、24時間体制により災害の発生に備えています。時間外・休日等に警戒事象が発生し

た場合には、まず安全防災局の当直員が警戒事象に係る情報の収集・伝達を行います。また、

事故等の状況に応じて人員を増員し、速やかに警戒配備体制に入ります。 

   さらに、県（川崎市または横須賀市に設置）又は原子力事業者のモニタリングポストにおい

て、毎時１マイクロシーベルト（1μSv/ｈ）以上の放射線量を検出し、原子力施設によるもの

と確認されたときは、直ちに県警戒本部の設置準備を開始します。 

 

 (2) 事故対策のための警戒体制 

  ア 県警戒本部の設置 

県は、次のいずれかの場合、速やかに職員を非常参集させ、安全防災局長を本部長とする

県警戒本部を関係局とともに設置し、国、原子力防災専門官、関係市町村、原子力事業者そ

の他関係機関と緊密な連携を図りつつ、情報収集や連絡調整を行うとともに、災害応急対策

を検討し、必要な措置を講じます。 

なお、地震、津波等との複合災害が発生している場合は、防災活動に必要な人員及び防災

資機材が不足するおそれがあること、並びに事態が長期化することを想定して活動します。 

   (ｱ) 特定事象発生の通報・連絡を受けたとき（ただし、毎時５マイクロシーベルト（5μSv/

ｈ）以上の放射線量を検出したときを除く） 

   (ｲ)放射性物質の漏えい等の影響が周辺に及ぶおそれがある場合で、事故の規模、予想される

被害等により、知事が必要と認めるとき 

 

  イ オフサイトセンターの立ち上げ準備 

    県、原子力施設所在市及び原子力事業者は、特定事象が発生した場合には、原子力防災専

門官の指揮のもと、直ちに、国が行うオフサイトセンターの立ち上げ準備に協力します。 

 

 

  ウ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

    県及び関係市町村は、国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンター等において開催し、

これに職員の派遣要請があった場合には、職員を派遣します。 

 

  エ 県警戒本部の廃止 

      県警戒本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   (ｱ) 県警戒本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなったと認

めるとき 

   (ｲ) 県災害対策本部が設置されたとき 
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 (3) 県災害対策本部の設置 

ア 県は、次のいずれかの場合、直ちに知事を本部長とする県災害対策本部を県庁第二分庁舎

６階の災害対策本部室に設置し、関係機関と連携して災害応急対策を円滑に実施する体制を

とります。 

   (ｱ) 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

   (ｲ) 県が川崎市又は横須賀市に設置しているモニタリングポスト又は原子力事業者のモニタ

リングポストにおいて、毎時５マイクロシーベルト（5μSv/ｈ）以上の放射線量を検出し、

原子力施設によるものと確認されたとき 

(ｳ) 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、知事が必要と認める

とき 

 

イ 知事は、県災害対策本部を設置した場合は、速やかに、内閣総理大臣（消防庁経由）及び

消防庁長官に報告するとともに、必要と認める者に連絡します。 

 

  ウ 県安全防災局は、県災害対策本部統制部として被害状況、応急対策実施状況等の情報収集

を行い、関係局にまたがる対策の調整を行います。 

 

(4) 現地災害対策本部等の設置 

   ア 県災害対策本部長は、地域における災害応急対策を円滑に実施するため、必要と認めると

きは、県災害対策本部の組織として現地災害対策本部（現地災害対策本部長は当該地域県政

総合センター所長）を地域県政総合センター等に設置します。 

 

    イ  なお、県災害対策本部設置に至らない災害で、応急対策上必要と認めるときは、知事は現

地対策本部を設置します。 

 

  (5) 関係職員の参集・配備 

   県災害対策本部の設置を決定した場合には、県災害対策本部長は、直ちに各局長、地域県政

総合センター所長等に通知し、各局長等は配備編成計画に基づき、職員を配備します。勤務時

間外、休日等に災害対策本部の設置を決定した場合には、各局長等は、あらかじめ定めてある

連絡体制により職員を参集・配備させます。 

   また、現地災害対策本部を設置した場合には地域県政総合センター所長に通知します。地域

県政総合センター所長は、関係職員を参集・配備させます。 

 

  (6) 県災害対策本部の廃止 

    県災害対策本部の廃止は、次のいずれかの基準によります。 

   ア 原子力緊急事態解除宣言が発出されたとき。ただし、原子力災害事後対策実施区域が設定

された場合はこの限りではない 

  イ 原子力災害事後対策実施区域が解除されたとき 

   ウ 県災害対策本部長が、事故が終結し、災害応急対策が完了又は対策の必要がなくなったと

認めるとき 

 

 (7) 原子力災害合同対策協議会への職員の派遣等 

  ア 県災害対策本部及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村災害対策本部は、原子力

緊急事態宣言が発出され、オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策協議会が組織さ
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れることになった場合は、職員をこれに出席させ、国の原子力災害現地対策本部その他関係

機関と緊急事態応急対策の実施方法等について協議します。 

    また、原子力災害合同対策協議会の場において、少人数のグループにより緊急時の現地に

おける対応方針を定めます。 

同協議会は、国の原子力災害現地対策本部長が主導的に運営します。 

  

  イ また、県災害対策本部及び緊急事態応急対策実施区域を管轄する市町村災害対策本部は、

職員をオフサイトセンターに派遣し、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療関

係情報の把握、住民避難・屋内退避の状況の把握等の活動に従事させます。 

 

３ 県警察の活動体制 

  県警察は、原子力災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに警察本部に神

奈川県警察災害警備本部を、関係警察署に警察署災害警備本部を設置して指揮体制を確立すると

ともに、オフサイトセンターに要員を派遣し、県、関係市町村及び関係機関と連携して次の応急

対策を実施します。 

 (1) 周辺住民等の屋内退避、避難誘導その他の防護活動 

 (2) 犯罪の予防等社会秩序の維持活動 

 (3) 緊急輸送のための交通の確保 

 (4) 周辺住民等への情報の伝達 

 (5) 搬送中の事故時における負傷者の救出救助活動 

 (6) その他必要な措置 

 

４ 市町村の活動体制 

 (1) 関係市町村においても、事故等の状況に応じ、県の活動体制に準じた体制をとります。 

 

 (2) 関係市町村は、災害応急対策上必要と認めるときは、次の応急対策を実施します。 

   ア 救出・救助・救急活動 

  イ 消火活動 

   ウ 医療救護活動 

  エ 周辺住民等に対する災害広報 

  オ 警戒区域の設定 

   カ 周辺住民等に対する屋内退避又は避難の勧告、指示、避難誘導 

  キ 避難所の開設・運営管理 

   ク その他必要な措置 

 

 (3) 関係市町村は、県に災害対策本部の設置状況等を報告します。 

 

 

５ 原子力防災専門官の対応 

原子力防災専門官は、特定事象発生の通報を受けた場合において、国の専門職員が到着するま

での間、現地における実質的な国の責任者として、必要な情報の収集、県及び関係市町村の応急

対策に対する助言、その他災害の発生又は拡大の防止に必要な業務を行います。 

 

６ 広域的な応援体制 

 (1) 原子力関係の専門家等の派遣要請 
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知事及び関係市町村長は、特定事象発生の通報・連絡がなされた場合等において、必要に応

じ、専門家の助言・指導を得るため、国に対して、原子力関係の専門家又は専門的知識を有す

る職員の派遣を求めます。 

 

 (2) 他市町村長への応援要請 

関係市町村長は、当該市町村の地域に係る原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含みま

す。）が発生した場合において、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他

市町村長に対し応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を要請し

ます。 

 

 (3) 市町村長への応急措置等の指示 

知事は、特に必要があると認めるときは、被災市町村長に対し応急措置について必要な指示

をし、又は他の市町村長に対し被災市町村を応援するよう指示します。 

 

 (4) 各機関への応援要請 

知事は、関係市町村長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対し、広域応

援の要請を行います。 

  ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第60条］ 

  ・ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊急消防援助

隊の派遣要請等）［消防組織法第44条］ 

  ・ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議及び関東地方知事会、全国知事会を構成

する都道府県に対する応援要請 

 

 (5) 消防の応援要請 

消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し、知事からの要請を待ついとまがない場合や人

命救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の必要性を認

めた場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行います。 

 

 (6) 職員の派遣要請 

知事及び関係市町村長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めると

きは、指定行政機関、指定公共機関又は指定地方行政機関の長に対し職員の派遣を要請します。 

   また、知事は内閣総理大臣に対し、関係市町村長は知事に対し、指定行政機関又は指定地方

行政機関の職員の派遣について斡旋を求めます。 

 

 (7) 自衛隊の派遣要請 

  ア 知事は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、人命又は財産の保護のため自衛隊の

災害派遣が必要であると認める場合には、防衛大臣又はその指定する者に対し、「自衛隊応

援要請マニュアル」に基づき、災害派遣を要請します。 

 

  イ 関係市町村長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対して、

自衛隊の派遣要請を要求します。 

    この場合、必要に応じて、その旨及び関係市町村の地域に係る災害の状況を防衛大臣、地

域担任部隊等の長に通知します。なお、関係市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、

その旨を知事に通知します。 
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  ウ 関係市町村長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合には、

直接防衛大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知します。この通知を受けた防衛

大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合には自

主派遣をします。なお、関係市町村長は、この通知をしたときは、速やかに、その旨を知事

に通知します。 

 

  エ 自衛隊は、原子力災害派遣等において、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・装備等に応じて、次の活動を支援します。 

   (ｱ) 緊急時モニタリング         (ｲ) 被害状況の把握 

   (ｳ) 避難の援助             (ｴ) 行方不明者の捜索活動 

   (ｵ) 消防活動              (ｶ) 応急医療・救護 

   (ｷ) 緊急時の避難退域時検査及び除染   (ｸ) 人員及び物資の緊急輸送 等 

 

  オ  知事は、自衛隊による支援の必要がなくなったと認めるときは、速やかに自衛隊の部隊等

の撤収を要請します。 

 

 (8) 在日米軍への応援要請 

   知事は、必要があると認めるときは、県内各地の災害に対処するため、在日米軍に対し、「災

害準備及び災害対策に関する神奈川県と在日米海軍との覚書」及び「災害準備及び災害対策に

関する神奈川県と在日米陸軍との覚書」に基づき応援を要請します。 

 

７ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

県及び関係市町村は、住民避難等完了後において、国が設置する原子力被災者生活支援チーム

と連携し、避難指示区域等の設定・見直し、放射性物質に汚染された地域の除染、原子力災害で

放出された放射性物質により汚染された廃棄物の処理、原子力被災者等の健康調査や健康相談等

に取り組みます。 

 

８ 防災業務関係者の安全確保 

 (1) 防災業務関係者の防護対策の実施 

    ア  県、関係市町村及び関係機関は、緊急時モニタリング、避難誘導、救出・救助、立入制限、

医療救護等各種災害応急対策に従事する者（以下「防災業務関係者」といいます。）の放射

線防護について万全の対策を講じるものとします。 

    また、防災業務関係者の安全確保のため、原子力災害合同対策協議会等の場を活用して相

互に密接な情報交換を行うものとします。 

 

  イ 県、関係市町村及び関係機関は、必要に応じ、その管轄する防災業務関係者に対し、防護

服、防護マスク、個人線量計等の防護資機材及び安定ヨウ素剤の配備等、必要な措置をとる

ものとします。 

 

  ウ 県は、関係市町村から要請があった場合、県が保有する防護資機材等を貸与するなどの措

置を講じます。 

    また、県が保有する資機材等に不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合は、国、

原子力事業者その他関係機関に対し、資機材等の応援を要請します。 

 

 (2) 防災業務関係者の放射線防護 
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  ア 県、関係市町村及び関係機関は、防災業務関係者の放射線防護については、放射線業務従

事者に対する緊急作業時における線量限度を参考とするが、防災活動に係る被ばく線量をで

きる限り少なくするよう努めます。 

 
 
参考：電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号） 

（緊急作業時における被ばく限度） 

第７条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた

場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業（以下「緊急作業」とい     

う。）を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の

放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定

する限度を超えて放射線を受けさせることができる。 

２ 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区

分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。  

一  実効線量については、100mSv  

二  眼の水晶体に受ける等価線量については、300mSv  

三  皮膚に受ける等価線量については、1Sv  

３ 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働

者で、緊急作業に従事するものについて準用する。 

 

 

イ 県は、被ばく管理の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、原子力規制委員

会（原子力緊急事態宣言発出後は、原子力災害現地対策本部等）に対し、被ばく管理のため

の要員の派遣等を要請します。 

 

 

第３節 屋内退避、避難、飲食物の摂取制限等の防護活動 
１ 屋内退避、避難等の防護活動の実施 

 (1) 県の措置 

  ア 県は、原子力規制委員会から、原子力緊急事態に伴う内閣総理大臣又は原子力災害対策本

部長の屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示案を受けた場合、当該案に対して

速やかに意見を述べるものとします。 

 

イ 県は、関係市町村に対し、原子力緊急事態に伴う内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長

の屋内退避又は避難に関する指示の伝達、避難状況の確認、必要な助言等を行います。 

    また、関係市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要が

あると認めるときは、関係市町村に対し、応急措置の実施について必要な指示をします。 

   

 (2) 市町村の措置 

ア 関係市町村は、原子力規制委員会または県から、原子力緊急事態に伴う内閣総理大臣又は

原子力災害対策本部長の屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示案を受けた場合、

当該案に対して速やかに意見を述べるものとします。 

 

  イ 関係市町村長は、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長の指示、又はモニタリングの結

果や専門家の助言・指導等に基づく独自の判断により、住民等に対して、屋内退避又は避難

のための立ち退きの勧告又は指示等を行います。 
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  ウ 関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、住

民の避難状況を確認するとともに、住民等の避難誘導に当たっては、避難や避難退域時検査

等の場所の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努めます。 

    また、これらの情報について、国の原子力災害現地対策本部及び県等に対して情報提供す

るものとします。 

 

 (3) 県警察の措置 

   県警察は、関係市町村長が避難のための立ち退き又は屋内への退避を指示することができな

いと認めるとき、又は関係市町村長からの要求があったときには、住民等に対して避難のため

の立ち退き又は屋内への退避の指示等を行います。 

   この場合、その旨を直ちに関係市町村長に通知します。 

なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居合わせた

者に対して避難の措置を講ずることができます。 

   この場合、その旨を県公安委員会に報告します。 

 

(4) 避難等の勧告・指示の内容 

    屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行う場合は、原則として次の内容を

明示して行います。 

    ア 避難等を要する理由       イ 避難勧告・指示等の対象地域 

    ウ  避難先等とその場所       エ 避難経路 

    オ 注意事項 

 

 (5) 住民等への周知 

関係市町村は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、同報

無線や広報車等による災害広報により住民等への周知を実施します。なお、避難等の必要がな

くなったときも同様とします。 

 

 (6) 知事等への報告 

関係市町村長は、屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、速

やかに、国の原子力災害対策本部長及び知事に報告します。 

 

 (7) 避難状況の確認 

    関係市町村は、避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は、戸別訪問や避難所

における確認等により、住民の避難状況を確認します。 

 

 (8) 災害時要援護者への配慮等 

   関係市町村は、避難誘導や避難所での生活に関し、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国

人その他のいわゆる災害時要援護者及び一時滞在者並びに男女のニーズの違い等の男女双方の

視点に十分配慮するものとします。 

   特に、高齢者、障害者、乳幼児、児童、妊産婦の避難所での健康状態の把握等に努めます。 

  

 (9) 避難の際の住民等に対する避難退域時検査の実施 

関係市町村は、県、原子力事業者その他関係機関と連携し、住民等が避難区域等から避難し

た後に、住民等の避難退域時検査及び除染を行います。 
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 (10) 広域的避難 

    大規模な災害が発生し、市町村単独では住民の避難場所の確保が困難となった場合には、市

町村は、県内の他の市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他の都道府県の市

町村への受入れについては、県に対し他の都道府県との協議を求めることができます。 

   県は、市町村から協議の要求があった場合は、他の都道府県と協議を行います。また、市町

村の行政機能が被災によって著しく低下した場合など、被災市町村からの要求を待ついとまが

ないと認められるときは、市町村の要求を待たないで、広域一時滞在のための要求を当該市町

村に代わって行います。 

 

 (11) 避難勧告等の実効性の確保 

   関係市町村長が屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った区域について

は、県警察など関係機関は、外部から車両等が進入しないよう必要な措置を講じるなど、勧告

又は指示等の実効を上げるために必要な措置をとります。 

 

 (12) 治安の確保等 

   県警察、消防機関及び第三管区海上保安本部は、緊急事態応急対策実施区域及びその周辺に

おいて、パトロールや生活の安全に関する情報の提供等を行い、速やかな治安の確保、火災の

予防等に努めます。 

 

２ 安定ヨウ素剤の服用指示 

  県及び関係市町村は、原子力災害対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の予防服用の効果、服用対

象者、禁忌等について避難者へパンフレット等により説明するとともに、安定ヨウ素剤の準備を

行います。 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、国が決定した方針に従い、又は独自の判断により、安定

ヨウ素剤の放出の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素又はそのおそれがある場

合には、関係市町村と連携して、直ちに服用対象の避難者等に対して、安定ヨウ素剤を服用でき

るよう、服用するべき時機の指示、その他必要な措置を講じます。 

なお、緊急の場合は、医師の指導に基づき服用を指示するものとします。 

 

３ 飲料水、飲食物の摂取制限 

  県及び関係市町村は、緊急時モニタリングの結果、原子力災害対策指針や、食品衛生法上の基

準値を踏まえた国の指導・助言・指示等に基づき、又は独自の判断により汚染水源の使用禁止、

汚染飲料水の飲用禁止の措置、汚染飲食物の摂取制限等、必要な措置を講じます。 

 

４ 農林畜水産物等の採取及び出荷制限 

  県及び関係市町村は、緊急時モニタリングの結果、原子力災害対策指針や、食品衛生法上の基

準値を踏まえた国の指導・助言・指示等に基づき、又は独自の判断により農林畜水産物等の生産

者、出荷機関、市場の責任者等に対し、汚染農林畜水産物等の採取、漁獲の禁止、出荷制限等、

必要な措置を講じます。 

 

５ 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給 

県及び関係市町村は、被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等の生活

必需物資等を調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行います。なお、被災地で求められる

物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとし

ます。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を含めるなど被災地の実情を考慮す
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るとともに、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その他のいわゆる災害時要援護者のニー

ズや男女のニーズの違いに配慮します。 

なお、供給すべき物資が不足し、調達する必要があるときは、県は、原子力災害対策本部に物

資の調達を要請します。 

 

○ 防護措置の実施を判断する基準 

（出典：ＯＩＬと防護措置について「原子力災害対策指針（原子力規制委員会）」） 

 基準の種

類 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 地表面からの放

射線、再浮遊し

た放射性物質の

吸入、不注意な

経口摂取による

被ばく影響を防

止するため、住

民等を数時間内

に避難や屋内退

避等させるため

の基準 

500μSv/h 

（地上１mで計測した場合の空間

放射線量率※２） 

数時間内を目途に区

域を特定し、避難等

を実施。(移動が困難

な者の一時屋内退避

を含む） 

ＯＩＬ４ 不注意な経口摂

取、皮膚汚染か

らの外部被ばく

を防 止する た

め、除染を講じ

るための基準 

β線：40,000 cpm※３ 

（皮膚から数 cm での検出器の計

数率） 

避難基準に基づいて

避難した避難者等を

スクリーニングし

て、 基準を超える際

は迅速に除染。 β線：13,000cpm※４【１ヶ月後の

値】 

（皮膚から数 cm での検出器の計

数率） 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 地表面からの放

射線、再浮遊し

た放射性物質の

吸入、不注意な

経口摂取による

被ばく影響を防

止するため、地

域生産物 ※5の摂

取を制限すると

ともに、住民等

を 1 週間程度内

に一時移転させ

るための基準 

20μSv/h 

（地上１m で計測した場合の空間

放射線量率 ※２） 

１日内を目途に区域

を特定し、地域生産

物の摂取を制限する

とともに、１週間程

度内に一時移転を実

施。 
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飲
食
物
摂
取
制
限
※
９ 

飲 食 物 に

係る 

ス ク リ ー

ニング 

基準 

ＯＩＬ６による

飲食物の摂取制

限を判断する準

備として、飲食

物中の放射性核

種濃度測定を実

施すべき地域を

特定する際の基

準 

0.5μSv/h※6 

（地上１m で計測した場合の空間

放射線量率 ※２） 

 

数日内を目途に飲食

物中の放射性核種濃

度を測定すべき区域

を特定。 

ＯＩＬ６ 経口摂取による

被ばく影響を防

止するため、飲

食物の摂取を制

限する際の基準 

核種 ※7 飲料水 

牛乳・

乳製品 

野菜類、穀類、

肉、卵、 

魚、その他 

１週間内を目途に飲

食物中の放射性核種

濃度の測定と分析を

行い、基準を超える

ものにつき摂取制限

を迅速に実施。 

放 射 性

ヨウ素 

300Bq/

kg 
2,000Bq/kg※8 

放 射 性

セ シ ウ

ム 

200Bq/

kg 
500Bq/kg 

プ ル ト

ニ ウ ム

及 び 超

ウ ラ ン

元 素 の

ア ル フ

ァ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 
20Bq/k

g 
100Bq/kg 

 

※１「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり、地上沈着した放射性核種組成

が明確になった時点で必要な場合には OILの初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間

放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、

判断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られ

た空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空

間放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空

間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過し

た時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施

が必要であると判断する。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm2の検出器を利用した場合の

計数率であり、表面汚染密度は約 120Bq/cm2相当となる。他の計測器を使用して測定する場合

には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm2相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計

数率の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品

であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）を

いう。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた

値とする。 
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※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２にお

けるＯＩＬ６を参考として数値を設定する。 

※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食

物中の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うととも

に、広い範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設定するための基準で

あるＯＩＬ３、その測定のためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定されている。た

だし、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と

暫定的な飲食物摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我

が国において核種ごとの濃度測定が比較的容易に行えることから、放射性核種濃度を測定す

べき区域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

 

○ 食品衛生法上の基準値 

対     象 放 射 性 セ シ ウ ム 

飲 料 水 １０Ｂｑ／ｋｇ 

牛乳・乳児用製品 ５０Ｂｑ／ｋｇ 

一 般 食 品 １００ Ｂｑ／ｋｇ 

 ※基準値を超えた場合は、摂取制限等の対策を講ずる。 

 

 

 

第４節 災害時の県民等への広報 
１ 関係機関が連携した広報活動の実施 

 (1) 適切・迅速な広報活動の実施 

県、関係市町村、原子力事業者その他関係機関は、国と連携して、放射性物質及び放射線に

よる影響は五感に感じられない等の特殊性を勘案し、放射性物質又は放射線の異常放出により

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における周辺住民等の心理的動揺又は混乱をお

さえ、異常事態による影響をできる限り低減するため、速やかに広報部門を設置し、相互に連

絡をとり合いつつ適切・迅速な広報活動を行います。 

 

 (2) 定期的な広報の実施 

広報に当たっては、利用可能な様々な広報手段を活用し、繰り返し広報するよう努めます。

また、情報の空白期間がないよう、定期的な広報に努めます。 

 

 (3) 一元的な広報の実施 

原子力緊急事態宣言発出後は、オフサイトセンターに設置される原子力災害合同対策協議会

がプレスセンターにおいて、一元的に広報活動を行います。 

 

 (4) 災害時要援護者等への配慮 

 広報に当たっては、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人その他のいわゆる災害時要援

護者、一時滞在者への配慮に努めます。 

 

２ 県の広報 

 (1) 広報の内容 

   広報を必要とする内容は、おおむね次のようなものが考えられますが、周辺住民等のニーズ

に応じた多様な内容を提供します。 
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ア 事故等が生じた施設名及び発生時刻 

  イ 事故等の状況及び今後の予測 

  ウ 被害状況と応急対策の実施状況 

  エ 屋内退避や避難の必要性の有無 

  オ 県民のとるべき措置及び注意事項 

  カ 避難所・検査場所の設置及び安否情報 

  キ 交通規制及び各種輸送機関の運行状況 

  ク ライフラインの状況 

  ケ 緊急時モニタリングの結果 

コ 医療救護活動の実施状況 

  サ 飲食物の放射性物質調査の結果及び出荷制限等の状況 

  シ 飲料水、飲食物等の供給状況 

  ス 相談窓口の設置状況 

  セ 安定ヨウ素剤の予防服用等の実施に関する情報 

  ソ その他必要な広報 

 

 (2) 広報の方法 

   県は、次により広報活動を行います。 

  ア 報道機関への要請 

   (ｱ) 「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送局、㈱アー

ル・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対して広報を要請します。 

     また、県民への県災害対策本部設置の伝達、混乱防止のために、必要に応じ、知事談話

等の放送を要請します。 

(ｲ) 「災害時等における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新聞社に広

報を要請します。 

 

  イ 一般広報 

    (ｱ) 記者発表、県の災害情報ホームページによる広報 

(ｲ) 関係市町村等の広報媒体を活用した広報 

   (ｳ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

   (ｴ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

  (ｵ) 県提供のテレビ及びラジオの広報番組を活用した広報 

  (ｶ) 新聞紙面購入による広報 

 

 

３ 市町村の広報 

  関係市町村は、同報無線や広報車、協定を締結するケーブルテレビやコミュニティＦＭ放送局、

自主防災組織との連携等により、周辺住民等に対して、県に準じた広報活動を行います。 

 

４ 防災関係機関の広報 

   防災関係機関は、周辺住民等のニーズを十分に把握し、それぞれが定めた災害時の広報計画に

基づき、住民及び利用者に対して、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情

報等それぞれの機関が所管する業務に応じた広報を実施するとともに、特に必要があるときは、

県、関係市町村及び報道機関に広報を要請します。 

 

(ｷ) ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 
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５ 住民等からの問い合わせに対する対応 

   県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ、速やかに住民等からの問い合わせに対応す

るため、専用電話を備えた窓口の設置、人員の配置等の体制を確立します。 

 

 

第５節 緊急輸送活動 
１ 緊急輸送活動 

  国、県、関係市町村、消防機関、原子力事業者その他関係機関は、緊急輸送を行う場合には、

原則として次の順位で実施します。 
 
    第１順位 人命救助、救急活動に必要な輸送、オフサイトセンター等において対応方針を定め

る少人数のグループのメンバーの輸送 

   第２順位 避難者の輸送、災害状況の把握・進展予測のための専門家・資機材の輸送 

    第３順位 災害応急対策を実施するための要員及び資機材の輸送 

    第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

    第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 

 

２ 緊急輸送のための交通確保 

県警察は、緊急輸送のための交通を確保するため、道路管理者等と相互に密接な連携を図りつ

つ、被害の状況や緊急度、重要度を考慮して一般車両の通行を禁止する等の交通規制を行います。 

 第三管区海上保安本部は、緊急輸送を円滑に行うため、必要に応じ船舶の交通を制限し、又は

禁止します。 

 

 

第６節 救助・救急、消火及び医療救護活動 
１ 救助・救急及び消火活動 

 (1) 原子力事業者の救助・救急活動への協力 

原子力事業者等は、発災現場における救助・救急活動を行うとともに、関係機関が行う救助・

救急活動に対し、防災資機材の貸与等必要な協力を行います。 

 

(2) 原子力事業者による消火活動 

原子力事業者等は、速やかに火災の発生状況等を把握し、自ら消火活動を行います。 

 

(3) 被ばく者等の搬送時の留意事項 

原子力事業者は、被ばくをしたと推定される者を医療機関に搬送する際、汚染の状況を確認

し、 

傷病の状態を勘案して、できる限り汚染拡大防止措置を講じた上で、放射線管理要員を随行さ

せます。ただし、放射線管理要員がやむを得ず被ばくをしたと推定される者に随行できない場

合には、事故の状況、被ばくをしたと推定される者の被ばく・汚染状況を説明し、汚染の拡大

防止措置が行える者を随行させます。 

  ※ 放射線管理要員 

    放射性物質や放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者。 

 

 (4) 消防機関による資機材の確保 
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消防機関は、救助・救急及び消火活動が円滑に行われるよう、必要に応じ、他の消防機関、

原子力事業者その他関係機関に要請して、救助・救急及び消火活動のための資機材を確保する

などの措置を講じます。 

 (5) 専門家等の意見を踏まえた消火活動の実施 

消防機関は、必要に応じ、原子力事業者の情報及び原子炉工学や放射線防護に関する専門家

等の意見を踏まえ、活動を行う消防職員の安全確保を図りつつ、原子力事業者等と協力して迅

速に救助・救急、消火活動を実施します。 

 

２ 医療救護活動 

 (1) 県の体制 

  ア 県は、神奈川県医療救護計画に基づき、医療救護本部を設置し、医療機関等の協力を得て

医療救護活動を行います。 

 

    イ 県は、関係市町村の要請又は自らの判断により、県保健福祉事務所に救護所を設置します。 

 

ウ 県は、必要と認めるときは、原子力規制委員会（原子力緊急事態宣言発出後は、原子力災

害現地対策本部）に対し、国立研究開発法人放射線医学総合研究所等の職員で構成される被

ばく医療に係る医療チームの派遣要請を行い、同チームの指導と協力のもと、医療救護活動

を行います。 

     

  (2) 市町村の体制 

   ア 関係市町村は、迅速な医療救護活動を実施するため、現地に救護所を設置するとともに、

地区医師会等の協力を得て、医療救護班を編成します。 

 

  イ 関係市町村は、必要と認めるときは、県その他関係機関に協力を要請します。 

 

  (3) 指定公共機関等 

    ア 日本赤十字社神奈川県支部 

      日本赤十字社神奈川県支部は、県の要請に基づき、医療救護班を派遣して医療救護活動を

行います。 

 

イ 国立病院機構 

国立病院機構は、県の要請に基づき、医療班を派遣して、医療救護活動を行います。 

 

    ウ (公社)神奈川県医師会、(一社)神奈川県歯科医師会、(公社)神奈川県病院協会、(公社)神

奈川県看護協会 

      (公社)神奈川県医師会、(一社)神奈川県歯科医師会、(公社)神奈川県病院協会及び(公社)

神奈川県看護協会は、県又は関係市町村からの協力要請若しくは自らその必要を認めたとき

は、地区医師会等に医療救護活動を要請します。 

 

エ (公社)神奈川県薬剤師会、神奈川県医薬品卸業協会 

      (公社)神奈川県薬剤師会及び神奈川県医薬品卸業協会は、県、関係市町村又は医師会等か

ら協力要請があった場合には、各支部薬剤師会及び各医薬品卸業協会員に要請し、医療救護

活動に必要な医薬品等の確保に努めます。 
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  オ (公社)神奈川県放射線技師会 

   (ｱ) 医療機関における放射線防護の実施 

   (ｲ) 検査場所等における周辺住民等の避難退域時検査への協力 

 

  (4) 国への援助要請 

   知事及び関係市町村長は、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策のため必要と認めると

きは、指定行政機関又は指定地方行政機関の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断

及び治療に関する助言その他の必要な援助を求めます。 

 

 (5) 医療救護班の活動 

   各医療救護班は、必要に応じて、国の被ばく医療に係る医療チーム等の指導を受け、救護所

において、住民等の避難退域時検査、除染等を実施するとともに、必要に応じ治療を行います。 

   また、医療救護班は、県指定緊急被ばく医療施設等への搬送が必要な被ばくをしたと推定さ

れる者の搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

    一般傷病者については、必要に応じ、消防機関に地域救急医療機関への搬送を要請します。 

 

 (6) 県指定緊急被ばく医療施設の活動 

県指定緊急被ばく医療施設においては、救護所等から搬送されてきた被ばくをしたと推定さ

れる者について、精密な医学的な診断、放射能汚染の測定、正確な被ばく線量の測定、除染等

を実施します。 

   また、県指定緊急被ばく医療施設で対応困難な被ばくをしたと推定される者については、国

立研究開発法人放射線医学総合研究所等への搬送の調整を県医療救護本部へ要請します。 

 

(7) 医療機関の安全性の確認と公表 

県は、被ばくをしたと推定される者の処置を行った医療機関の求めに応じて、速やかに、そ

の医療機関について放射性物質による汚染のないことを確認し、その結果を公表するとともに、

その医療機関や原子力事業者と協力し、情報の集約や管理を行い、周辺住民、報道関係者等に

的確に情報を提供します。 

 

 (8) 国立研究開発法人放射線医学総合研究所等への搬送 

     県は、自ら必要と認める場合又は関係市町村から被ばくをしたと推定される者の国立研究開

発法人放射線医学総合研究所等への搬送について要請があった場合は、消防庁、自衛隊等に対

し、搬送を要請します。 

 

  第３章 災害復旧対策                                         

本章は、原災法第15条第４項の規定に基づき、内閣総理大臣から原子力緊急事態解除宣言が発出

された後の復旧対策を中心に示したものですが、これ以外の場合であっても、防災対策上必要と認

められるときは、本章に示した対策に準じて対応するものとします。 

 

第１節 緊急事態解除宣言後の対応  
県及び関係市町村は、内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても、引き

続き存置される原子力災害対策本部と連携して原子力災害事後対策や被災者の生活支援を実施しま

す。 
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第２節 原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定  
関係市町村は、国及び県と連携し、内閣総理大臣が定める原子力災害事後対策実施区域において、

屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示並びに警戒区域の設定を行うことができます。 

 

 

第３節 災害復旧計画の作成等 
災害発生に係る原子力事業者は、原子力緊急事態解除宣言発出後、速やかに、災害復旧対策につ

いての計画を作成し、原子力規制委員会、内閣府、県及び関係市町村に提出するとともに、同計画

に基づき、直ちに、災害復旧活動を実施します。 

 

 

第４節 放射性物質により汚染された地域の除染等  
国の統括のもと、県は関係市町村、原子力事業者及び関係機関と連携し、原子力災害で放出され

た放射性物質により汚染された地域の除染及び廃棄物の処理に必要な措置を講じることとします。 

 

 

第５節 各種制限措置の解除 
 県及び関係市町村は、環境放射線モニタリング、放射性物質による汚染状況等の調査結果及び国

が派遣する専門家等の判断、国の指導・助言等を踏まえ、飲料水・飲食物の摂取制限、農林畜水産

物等の採取・出荷制限等の各種制限措置を解除します。 

 

 

第６節 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 
県及び関係市町村は、原子力緊急事態解除宣言後、原子力規制委員会、文部科学省、原子力事業

者その他関係機関と協力して環境放射線モニタリングを行い、その結果を速やかに公表します。 

その後、国の技術的支援のもとに行う、平常時における環境放射線モニタリング体制に移行しま

す。 

 

 

第７節 災害地域住民に係る記録の作成等 
１ 災害地域住民等の登録 

  関係市町村は、避難及び屋内退避の措置をとった住民等が、災害時に当該地域に所在したこと、

避難所等においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録します。 

 

２ 災害対策措置状況の記録 

  県及び関係市町村は、被災地の汚染状況図、応急対策措置及び事後対策措置を記録しておくも

のとします。 

 

３ 原子力事業者の措置 

  災害発生に係る原子力事業者は、速やかに、被災者の損害賠償請求等への対応のため、相談窓

口を設置するなど、必要な体制を整備するものとします。 
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第８節 被害等の影響の軽減 
１ 心身の健康相談体制の整備 

  県、関係市町村及び災害発生に係る原子力事業者は、国とともに、災害発生現場周辺地域の住

民等からの心身の健康に関する相談に応じるための体制を整備します。 

 

２ 風評被害等の影響の軽減 

  県、関係市町村その他関係機関は、国と連携して、必要に応じ、科学的根拠に基づき、農林畜

水産物等の適切な流通等が確保されるよう、広報活動を行い、風評被害等を未然に防止又は軽減

します。 

 

３ 被災中小企業者等に対する支援 

   県及び関係市町村は、国と連携して、必要に応じ災害復旧高度化資金貸付、小規模企業設備資

金貸付、中小企業体質強化資金貸付等により、設備復旧資金及び運転資金の貸付を行います。 

  また、被災中小企業者等に対する援助及び助成措置について広く被災者に広報するとともに、

相談窓口を設置します。 

 

４ 物価の監視 

県は、国と連携して、生活必需品等の物価の監視を行うとともに、速やかにその結果を公表し

ます。 
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