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第１節 計画の目的、位置づけ 

 

第１ 計画の目的 

「鎌倉市地域防災計画」は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、市の災害対策について、

災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を定め、防災・減災対策を総合的かつ

計画的に実施し、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とするものです。 

 

第２ 他の計画等との関係 

１ 国、県の計画との関係 

この計画は、国の防災基本計画、県の地域防災計画等他の防災関係計画との整合を図るもの

とします。 

２ 市の総合計画等との関係 

(1) この計画に係る施策、事業等については、「第３次鎌倉市総合計画」、「鎌倉市国土強

靭化地域計画」との整合を図り、推進します。 

(2) その他、市が実施する各種事業の推進に係る計画との整合を図ります。 

３ 市の各部局及び関係機関の定める計画等との関係 

この計画に基づく防災上の諸活動にあたって必要と認められる事項については、災害対策本

部の各部局、関係機関等において別に定めます。 

 

第３ 計画の構成及び内容 

この計画は、総則編と計画編から構成し、更に計画編は、「第１編 地震・津波災害対策」、

「第２編 風水害対策」、「第３編 その他の災害対策」、「第４編 復旧・復興対策」の４編

により構成します。 

また、別冊で資料編を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市地域防災計画 

（別冊） 
資 料 編 

総 則 編 
第１編 地震・津波災害対策 

第２編 風水害対策 

第３編 その他の災害対策 

第４編 復旧・復興対策 

計 画 編 
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表 計画の構成と内容 

構 成 内 容 

総 則 編 

本計画の目的、位置づけ、本市の自然的、社会的

条件、計画の前提条件、計画の推進主体とその役割

等について記載 

計画編 

第１編 地震・津波災害対策※ 

地震・津波に対する予防計画及び応急対策計画、

南海トラフ地震防災対策推進計画、東海地震に関す

る事前対策計画について記載 

第２編 風水害対策 
風水害、土砂災害等に関する予防計画及び応急対

策計画について記載 

第３編 その他の災害対策 
火山災害、雪害及び放射性物質災害に関する予防

計画及び応急対策計画について記載 

第４編 復旧・復興対策 災害の復旧・復興に関する計画について記載 

 

資 料 編 各編に関係する資料・様式等 

※首都直下地震対策特別措置法第 21条の規定に基づく「首都直下地震地方緊急対策実施計画」については、その定めら

れるべき基本項目が「第１編 地震・津波災害対策」に含まれるため、「第１編 地震・津波災害対策」は、この計

画を兼ねるものとします。 
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第２節 市の自然的、社会的条件 

 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

鎌倉市は、神奈川県の南東部、東京から南西へ約50kmに位置し、北は横浜市に、西は藤沢市

に、東は逗子市に接し、南は相模湾に面しています。市役所本庁舎の位置は、東経139°32’49”

北緯35°19’09”で、面積は、39.66平方キロメートルです。 

２ 沿革 

かつては鎌倉幕府が置かれ、京都と並ぶ、政治、経済、文化の中心として栄えました。 

江戸時代中期頃からは、観光地としての様相を呈し、明治時代になると、観光地のほか保養

地や別荘地としても発展しました。 

昭和14年（1939年）11月３日に当時の鎌倉町と腰越町が合併し、鎌倉市が誕生しました。そ

の後、昭和23年（1948 年）１月１日に深沢村、同年６月１日に大船町を編入して、現在の鎌倉

市となりました。 

 

図 主な歴史文化資源の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：鎌倉市緑の基本計画（平成 23年（2011年）９月） 
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３ 地形条件 

市の地形は、滑川、柏尾川沿いの沖積地、市内の大部分を占める丘陵地、関谷方面に広がる

洪積台地で構成される、起伏に富んだ地形を持っています。また、滑川、柏尾川、砂押川等の

中小河川は、丘陵地・台地とあいまって、大小様々な谷戸地形を形づくっています。 

南の相模湾沿いには、東から材木座海岸、由比ガ浜、七里ガ浜といった海浜が形成されてい

ますが、材木座海岸、由比ガ浜は沖積低地に連なっているのに対して、七里ガ浜においては、

行合川付近のみが沖積低地で、海抜15ｍ以上の高台が背後に広がっています。 

図 鎌倉市の地形・水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 気象条件 

神奈川県は気候が温暖で、平地や山地等様々な環境があるために、生物多様性や個体数が豊

富だといわれています。鎌倉の気候はその中でも、南に面する海からの影響が大きく、内陸に

比べて夏は涼しく冬は暖かい、県下でも気候に恵まれた地域となっています。 

 

表 鎌倉市の気象状況 

年 
気温（℃） 降水量 

総量（㎜） 
湿度 

年平均（％） 年平均 日最高 日最低 

平成 30年 16.9 34.9 -3.7 1,177.5 75.8 

令和元年 16.6 34.3 -0.6 1,566.0 72.7 

令和２年 16.9 35.1 0.0 1,451.0 71.3 

資料：鎌倉の統計 

資料：鎌倉市緑の基本計画（平成 23年（2011年）９月） 
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第２ 社会的条件 

１ 人口 

本市の人口は、宅地開発により昭和35年（1960年）頃から昭和50年（1975年）頃にかけて急

激に人口が増加しましたが、昭和60年（1985年）頃の約17万６千人をピークに微減傾向に移行

しました。その後、平成12年（2000年）以降に微増に転じた後、平成24年頃（2012年）から再

び微減傾向で推移し、令和２年（2020年）の国勢調査では172,710人となっています。 

また、早くから宅地化されたため高齢化が進んでおり、令和２年（2020年）の国勢調査では

65歳以上の高齢者人口が31.1％と高く、全国平均の28.6％や県平均の25.6％を超える高齢化率

となっています。 

２ 産業 

本市の産業構造を令和２年（2020年）国勢調査結果からみると、総就業人口75,824人のうち、

商業・観光・サービス・飲食業等の第３次産業就業者が60,949人で82.9％を占め、サービス産

業化が著しく進んでいます。 

一方、農業や漁業等の第１次産業就業率は、0.7％と１％に達していませんが、限られた資源

を有効活用し、鎌倉ブランドの農水産物を市民へ提供しています。 

また、製造業を中心とする第２次産業人口は12,010人で16.3％となっており、近年、世界的

な生産環境の変化が進む中で、製造業事業所数は減少傾向にあります。 

３ 土地利用 

(1) 土地利用現況 

平成28年(2016年)の都市計画基礎調査（神奈川県）によると、本市の土地利用現況は、

住宅地を主として形成されています。 

商業系土地利用は、各鉄道駅周辺や幹線道路沿道に、工業系土地利用は、大船駅より南

側の柏尾川の両岸一帯、岩瀬、大船駅東側周辺等に形成されています。 

また、谷戸の奥まで住宅が存在し、土砂災害の被害を受ける可能性が高まっています。 

表 地目別土地面積 

（各年１月１日現在） 

 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 非課税 

平成31年 3,546 2 100 1,472 482 6 135 1,346 

令和２年 3,546 2 100 1,473 476 6 132 1,357 

令和３年 3,547 2 97 1,472 475 6 135 1,361 

（注）１．固定資産税の課税対象になったもので免税点未満も含む。                        資料：鎌倉の統計 

２．単位未満四捨五入のため、総面積と内訳の合計は一致しない場合がある。 

３．非課税には、所有者が主に国・県・市であるもの、又は課税地目が公衆用道路、学校用地、保安林、墓

地、境内地等が含まれる。 
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図 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：都市計画基礎調査（神奈川県、平成28年（2016年）） 

(2) 法的規制の表現について 

本市は、市域全域（約3,953ha）が都市計画区域であり、うち市街化区域が約2,569ha（約

65.0％）を占めていますが、古都保存法に基づく歴史的風土保存区域に約989haが指定され、

そのうち枢要な地区については歴史的風土特別保存地区として約573.6haが指定されてい

ます。また、横浜市との市境には近郊緑地保全区域が約294haが指定されており、そのうち

特に良好な自然環境を有する地区約131haが近郊緑地特別保存地区に指定されています。更

に、都市緑地法に基づき11地区約49.4haが特別緑地保全地区に指定されるなど、緑地に対

する保全策が図られています。 

一方、市街地のある平地部を囲む丘陵部の広い範囲に土砂災害警戒区域が指定されてお

り、一部に急傾斜地崩壊危険区域が指定されています。特に旧鎌倉地域平地部を囲む斜面

には、集中して急傾斜地崩壊危険区域（96区域、約167ha）と保安林（約171ha）が分布し

ており、鎌倉地域につながる道路は、歴史的風土保存区域に指定されている山りょう部を

抜けて進入することから、がけ崩れ等のぜい弱性が懸念されます。 
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図 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：神奈川県土砂災害警戒情報システム（神奈川県、令和３年（2021年）６月） 

 

４ 交通 

市には、四つの鉄道及び軌道路線（ＪＲ横須賀線、ＪＲ東海道線、江ノ島電鉄線、湘南モノ

レール）があり、市民の通勤・通学や観光客等に利用されています。 

また、道路網は、国道１路線、主要地方道３路線、一般県道９路線が整備されており、隣接

地域・市内を結ぶ交通軸となっています。 

５ 都市特性とまちづくり 

鎌倉市は、中世の都市に基盤を持つ歴史文化都市、観光都市、海浜レクリエーション都市、

緑の環境に恵まれた郊外住宅都市等の多面的な特性を持つ都市であり、時代を通じて様々な有

形・無形の文化が受け継がれている都市です。 

また、豊かな自然環境や歴史的文化的遺産を有しそれを継承する鎌倉地域、都市機能を強化

し鎌倉の新たな魅力を創造していく大船、深沢地域等、３つの拠点を有し、材木座・由比ガ浜・

七里ガ浜から腰越に連なる海浜レクリエーション地域、丘陵部の住宅開発地域といった地域に

性格分けされます。 

現在、市では「世界に誇れる持続可能なまち」、「誰もが生涯にわたって自分らしく安心し

て暮らすことができる共生社会」の実現をより一層力強く進めるため、データやテクノロジー

を活用したスマートシティの推進に取り組んでいます。 
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図 目指すべき都市の骨格構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：鎌倉市都市計画マスタープラン（平成 27年（2015年）９月） 
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第３節 計画の前提条件 
 

第１ 災害履歴 

昭和40年（1965年）以降の主な風水害等による被害状況は次のとおりです。 

表 鎌倉市の過去の風水害等履歴 

年月日 原因 

被害状況 

家屋被害 非住家被害 人的被害 

が
け
崩
れ 

その他 床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

浸
水 

死
者 

重
傷 

軽
傷 

昭和 40年 

5.26～27 台風 6号 1 80           8  

6.27 梅雨前線 76 793           27  

8.21～22 台風 17号 1 17           5  

9.17 台風 24号 44 887           36  

昭和 41年 
6.27～28 台風 4号 1,763 1,442 10 6      1 

 
13 139  

9.24～25 台風 26号 
 

9 
 

28      
 

1 1 
 
 

昭和 42年 6.16 梅雨前線             10  

昭和 43年 
7.6 梅雨前線 3 46        

  
    

8.26～27 台風 10号 2 1        
  

 6  

昭和 44年 
6.26 集中豪雨 7         

  
 4  

8.23 台風 9号   1 
 

     
  

    

昭和 45年 6.30～7.1 集中豪雨 132 329        
  

 34  

昭和 47年 
7.15 台風 6号 

 
3        

  
 14  

9.14～16 台風 20号 3 32 
 

1      
  

 52  

昭和 48年 11.9～10 集中豪雨 1,439 1,577 2 7      1 1  158  

昭和 49年 7.7～8 集中豪雨 439 678 1 
 

     
  

 91  

昭和 50年 

7.3～4 集中豪雨          
  

 12  

8.23 台風 6号     1 2   13   
  

    

10.5 台風 13号  2   1        2  

10.7～8 集中豪雨  5 
 

1 2     
  

 8  

11.6～7 集中豪雨 2 19        
  

 6  

昭和 51年 

7.10～11 集中豪雨  2   2   2 
   

 21  

8.28 低気圧  14        
  

 
 
 

9.13～14 台風 17号  4   2        2  

昭和 52年 

8.14～19 集中豪雨  1        
  

 3  

8.26 台風 7号   1 1      1   1  

11.16～17 集中豪雨     1        4 
 

昭和 54年 

9.30 台風 16号 
    

1 1 
      

2 
 

10.6～7 台風 18号 
  

1 1 
 

1 
      

3 
 

10.18～19 台風 20号 
  

2 15 299 33 14 13 
   

1 57 
 

昭和 55年 
3.29 集中豪雨 325 502 2 

 
8 3 1 6 

    
78 

 
4.13～14 集中豪雨 

 
1 

  
1 

       
6 
 

昭和 56年 
4.20 集中豪雨 

    
1 

  
1 

    
10 

 
10.21～22 台風 24号 392 276 

  
1 

  
1 

    
15 

 

昭和 57年 
7.31～8.1 台風 10号 

    
41 9 

 
10 

  
1 

 
30 

 
9.10～12 台風 18号 1,152 673 7 2 34 7 2 20 

 
2 3 3 151 
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年月日 原因 

被害状況 

家屋被害 非住家被害 人的被害 

が
け
崩
れ 

その他 床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

浸
水 

死
者 

重
傷 

軽
傷 

昭和 58年 
8.15～17 台風 5.6号 

    
1 

  
5 

    
5 
 

9.28 台風 10号 
    

2 
       

4 
 

昭和 60年 

4.23 低気圧 
            

14 
 

6.19～20 梅雨前線 
 

2 
          

7 
 

6.30～7.1 台風 6号 
  

1 
 

118 
 

4 24 3 
  

1 69 
 

昭和 61年 
3.23 降雪 

    
10 1 

    
1 1 17 

 
8.4 台風 10号 

    
1 

       
9 
 

昭和 63年 
7.15～16 低気圧 

       
1 

    
11 

 
8.11～12 低気圧 

 
1 

 
1 6 3 

      
38 

 
平成元年 7.31～8.1 梅雨前線 

 
3 

     
1 3 

   
22 

 

平成 2年 

8.9～10 台風 11号 
   

1 2 1 1 6 
   

2 
  

9.30～10.1 台風 20号 167 539 3 
 

17 3 
  

1,002 
   

103 
 

11.30 台風 28号 
    

1 
       

6 
 

平成 3年 
9.19～20 台風 18号 

            
22 道路障害１ 

10.11～13 台風 21号 
            

16 
 

平成 4年 1.31～2.1 降雪 
    

3 
     

7 3 9 
負傷者のうち、重傷７、
軽傷１は翌日の凍結によ
るもの 

平成 5年 

8.27 台風 11号 
 

1 
     

4 
    

10 
 

11.13～14 豪雨 2 16 
      

146 
   

7 
道路冠水４、 
護岸崩壊１ 

平成 6年 7.18 大雨 1 1 
          

1 
 

平成 13年 9.9～13 台風 15号 
    

3 
       

8 道路冠水 6 

平成 14年 
7.11 台風 6号 

     
1 

      
2 
 

10.1 台風 21号 
           

1 3 
 

平成 15年 

5.31 台風 4号 
 

1 
      

1 
   

2 
道路冠水 12、 
護岸崩落 1 

8.9 台風 10号 
    

1 
       

1 道路障害 2 

8.15 低気圧 1 1 
  

1 1 
      

25 
護岸崩落 1、 
道路冠水 2 

平成 16年 
10.9 台風 22号 93 229 1 5 135 6 

 
28 510 1 

  
364 

 
10.20 台風 23号 10 3 

  
19 

  
2 7 

   
17 

 
平成 22年 12.3 強風 

   
2 179 

 
1 6 

     
竜巻と推定 

平成 23年 9.21 台風 15号 
   

2 87 
 

1 26 
   

3 4 道路冠水 3 

平成 24年 

2.29 降雪 
           

1 
  

4.3 暴風 
    

1 
      

2 
  

6.19 台風 4号 
    

2 2 
 

4 
   

1 4 
 

9.30 台風 17号 
    

2 
      

1 
  

平成 25年 
10.16 台風 26号             1  

10.2 大雨             1  

平成 26年 

2.8～9 大雪     2  2     12  転倒 7 

2.15 大雪     1 3  8    3  転倒 1 

10.6 台風 18号 105 50           24 
避難勧告発令（柏尾川、
神戸川、滑川流域及び土

砂災害警戒区域 414区域） 
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年月日 原因 

被害状況 

家屋被害 非住家被害 人的被害 

が
け
崩
れ 

その他 床
上
浸
水 

床
下
浸
水 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

全
壊 

半
壊 

一
部
損
壊 

浸
水 

死
者 

重
傷 

軽
傷 

平成 27年 5.11 台風 6号     2          

平成 28年 8.22 台風 9号     1  1      1  

令和元年 
9.6 台風 15号   2 15         101 倒木 558件 

10.12～13 台風 19号   2 9         12 倒木 229件 

 

 

第２ 被害想定 

１ 地震被害想定 

本項では、県が平成27年（2015年）３月に発表した「神奈川県地震被害想定調査」に基づき、

本市における地震及び津波被害の想定を掲載しています。 

(1) 想定地震 

本市は、大正12年（1923年）の関東大震災（大正関東地震）によって、強烈な揺れや火

災、津波等により、特に沿岸地域では壊滅的な被害が発生しました。相模湾沿岸地域では、

このような相模トラフを震源とする巨大地震の発生とそれに伴う被害の発生が懸念されま

す。 

国の地震調査研究推進本部の「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価（第二版）」（平

成26年（2014年）４月25日）によると、相模トラフ沿いのＭ８クラスの地震発生確率は低

く、180～590年の周期をもって発生するとされています。反面、プレートの沈み込みに伴

うＭ７程度の地震の発生確率は、今後30年以内に70％程度と高く、そのうえ、県内には「三

浦半島活断層群」が分布しており、南関東における地震の発生とそれに伴う鎌倉市域の被

害が懸念されます。 

県の地震被害想定調査に基づき本市で想定している地震は次のとおりです。 

 

※がけ崩れ発生10件以上、又は人的被害・家屋被害のあったものを記載 
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表 想定地震 
（平成27年（2015年）３月発表） 

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 

選定の 
視点※ 

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％） 

①・② 

三浦半島断層群の地震 7.0 横須賀三浦地域で震度６弱 30 年以内 6～11％ ①・③ 

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） 

①・③ 

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） 

①・②・③ 

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） 

①・② 

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％ 
（2百年から 4百年の発生間隔） 

③ 

（
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） 

④ 

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） 

④ 

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 ④ 

（
参
考
地
震
） 

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 ④ 

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 ④ 

※選定の視点 

①地震発生の切迫性が高いとされている地震 

②法律により対策を強化する地域の指定に用いられる地震 

③地震防災戦略・地域防災計画・中央防災会議等において対策の対象としている地震 

④発生確率は極めて低いが、発生すれば甚大な被害が県全域に及ぶ可能性があり、超長期的な対応となる地震 

※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（2015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（2013年）12月）等による評価。 

資料：「神奈川県地震被害想定調査報告書」（平成27年（2015年）３月） 
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図 想定地震の震源断層モデル（震源断層域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「神奈川県地震被害想定調査報告書」（平成 27年（2015年）３月） 
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図 想定地震の津波断層モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「神奈川県地震被害想定調査報告書」（平成 27年（2015年）３月） 
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(2) 想定される被害の概要 

県の地震被害想定調査の結果（平成27年（2015年）３月）から市内の被害を抜粋し、次

に示します。 

なお、本市における地震被害想定は、「神奈川県地震被害想定調査報告書」（平成27年

（2015年）３月）に示された「都心南部直下地震」、「三浦半島断層群の地震」、「神奈

川県西部地震」、「東海地震」、「南海トラフ巨大地震」、「大正型関東地震」のほか、

参考地震として挙げられている「元禄型関東地震」、「相模トラフ沿いの最大クラスの地

震」、「慶長型地震（津波被害想定のみ）」「明応型地震（津波被害想定のみ）」、「元

禄型関東地震と国府津－松田断層帯の連動地震（津波被害想定のみ）」です。 

ア 想定地震 

「都心南部直下地震」、「三浦半島断層群の地震」、「神奈川県西部地震」、「東海地震」、

「南海トラフ巨大地震」、「大正型関東地震」、「元禄型関東地震」、「相模トラフ沿いの

最大クラスの地震」、「慶長型地震（津波被害想定のみ）」「明応型地震（津波被害想定の

み）」、「元禄型関東地震と国府津－松田断層帯の連動地震（津波被害想定のみ）」 

イ 想定条件 

（ｱ）季節：冬 

（ｲ）日：平日 

（ｳ）発生時刻：18時 

（ｴ）風速・風向：近年の気象観測結果に基づく地域ごとの平均 

ただし、津波による人的被害の想定にあたっては、津波から避難する際に条件が厳しい平

日深夜（午前０時）発災を条件としています。 

県の地震被害想定調査では、このほか冬５時、夏12時についても想定しています。 
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表 鎌倉市における地震被害想定 

 

想定地震 参考地震 

都心南

部直下 

地震 

三浦半

島断層

群の地

震 

神奈川

県西部

地震 

東海 

地震 

南海ト

ラフ巨

大地震 

大正型

関東地

震 

元禄型 

関東地 

震 

相模トラ

フ沿いの

最大クラ

スの地震 

津波による被害のみ想定 

慶長型

地震 

明応型

地震 

元禄型

関東地

震と国

府津－

松田断

層帯の

連動地

震 

モーメントマグニチュード（Mw） 7.3 7.0 6.7 8.0 9.0 8.2 8.5 8.7 8.5 8.4 8.3 

本市における最大震度 6弱 6強 5弱 5強 5強 7 7 7 － － － 

建物被害 
全壊棟数（棟） 720 1,080 70 1,840 3,250 13,400 15,000 19,160 4,470 4,220 2,770 

半壊棟数（棟） 4,740 6,050 200 1,680 1,520 12,880 13,320 12,100 2,260 2,380 2,130 

火災被害 
出火件数（件） * * 0 0 0 60 60 90 － － － 

焼失棟数（棟） 520 20 0 0 0 7,850 7,850 10,990 － － － 

死傷者数 

死者数（人） 30 50 110 460 800 2.530 8,550 13,930 1,070 1,030 5,200 

重傷者数（人） 40 50 * * * 370 380 510 * * 20 

中等傷者数（人） 400 480 10 20 10 2,510 2,520 3,310 10 20 100 

軽傷者数（人） 610 740 10 10 20 2,800 2,810 3,520 10 20 100 

避難者数 

1日目～3日目（人） 9,310 13,290 840 10,610 14,210 97,280 100,940 116,630 － － － 

4日目～1週間後（人） 9,310 10,790 840 10,610 14,210 97,280 100,940 116,630 － － － 

1か月後（人） 9,310 10,790 480 7,520 11,300 77,660 81,430 99,990 － － － 

要
配
慮
者
※
１ 

避難者 
高齢者数（人） 1,270 1,820 110 1,450 1,940 13,300 13,810 15,950 － － － 

要介護者数（人） 370 530 30 430 570 3,890 4,040 4,670 － － － 

断水 

人口 

高齢者数（人） 0 1,060 0 0 0 18,250 18,250 20,880 － － － 

要介護者数（人） 0 310 0 0 0 5,340 5,340 6,110 － － － 

家屋 

被害 

高齢者数（人） 2,100 2,520 110 1,360 1,860 12,320 13,130 15,740 － － － 

要介護者数（人） 610 740 30 400 540 3,610 3,840 4,610 － － － 

帰宅 

困難者 

直後（人） 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 － － － 

1日後（人） 0 0 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 11,810 － － － 

2日後（人） 0 0 0 0 0 11,810 11,810 11,810 － － － 

自力脱出困難者（要救出者）（人） 70 90 0 0 0 2,140 2,140 3,500  － － 

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン 

上水道 断水人口（直後）（人） 16,030 29,680 0 0 * 133,430 133,430 152,680 － － － 

下水道 機能支障人口（人）※２ 6,250 6,260 1,240 1,250 1,280 18,170 18,170 29,550 － － － 

都市ガス 供給停止件数（戸）※３ 0 0 0 0 0 65,960 65,960 65,960 － － － 

LPガス 供給支障数（戸） 160 160 0 0 0 210 210 340 － － － 

電力 停電軒数（軒） 125,950 125,950 125,950 125,950 125,950 125,950 125,950 125,950 － － － 

通信 不通回線数（回線） 64,430 64,510 64,360 66,420 68,010 65,700 66,000 66,740 － － － 

エレベーター停止台数（台） 210 210 * * * 210 210 220 － － － 

災害廃棄物量（万トン） 32 37 2 35 57 340 367 464 － － － 

従来の定義 

の負傷者数 

重傷者数 190 240 * 10 10 1,760 1,760 2,410 10 10 70 

軽傷者数 850 1,040 20 30 30 3,930 3,940 4,930 20 20 140 

注）＊：わずか（計算上0.5以上10未満）／－：想定値なし（津波による被害のみ想定のため）。各欄の数値は１の位を四
捨五入しているため、合計は合わないことがある。 

※１ 要配慮者のうち、高齢者は 75歳以上を、要介護者は要介護３以上を対象としている。 
※２ 地震や津波により下水道処理場や汚水中継ポンプ場が機能停止し、鎌倉処理区域内全域の使用が困難となる場合、機能

支障人口 68,890人が想定される。 
※３ 都市ガスの供給停止件数（戸）は、地震による被害が大きいと推定される地域全体の安全を確保するために、ガスの供

給を停止する件数である。被害がないと確認された地域では、速やかにガスの供給を再開する。 
資料：神奈川県地震被害想定調査報告書（平成27年（2015年）３月） 
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２ 想定津波 

神奈川県では、国の新たな知見を取り入れ、神奈川県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと

想定される、９つの地震を対象として津波浸水予測を見直し、平成27年（2015年）２月に本県

の沿岸地域における「津波高さ」又は「浸水域」が最大となる、合計５つの地震による「津波

浸水予測図」を公表しました。これらの津波浸水予測図を基に、「浸水域」と「浸水深」が最

大となるよう重ね合わせた津波浸水想定図を作成し、「津波防災地域づくりに関する法律」に

基づく「津波浸水想定」を設定しました。 

また、最大クラスの津波（相模トラフ沿いの海溝型地震（西側/中央）、元禄関東地震、元禄

関東地震+国府津-松田断層帯の連動地震、慶長型地震）とその他の４つの地震（西相模灘地震、

大正関東地震、明応型地震、神奈川県西部地震）についても、見直しの対象とし、平成27年（2015

年）３月に公表しています。 

なお、南海トラフ地震による津波については、内閣府の調査によると、本市の最大津波高さ

は、10ｍとなっています。 

(1) 鎌倉市における津波予測 

最大クラスの津波とその他の４つの地震及び南海トラフ地震における最大津波高さ及び

最大津波到達時間を示します。特に、「相模トラフ沿いの海溝型地震（西側モデル）｣が発

生した場合に、最大14.5ｍの津波が10分で到達すると予測されています。 

 

表 各地震における最大津波高さ及び最大津波到達時間  

 相模トラフ沿いの海溝型地震 

（西側） （中央） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

鎌倉海岸 

（由比ガ浜地区） 
13.0 14 11.4 26 

鎌倉海岸 

（七里ガ浜地区） 
14.5 10 12.6 26 

腰越漁港海岸 

（小動岬東側地区） 
12.2 13 9.0 25 

腰越漁港海岸 

（小動岬西側地区） 
8.4 10 8.0 25 

 

 
元禄関東地震 

元禄関東地震+国府津-松田断層
帯の連動地震 

慶長型 
地震 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

鎌倉海岸 

（由比ガ浜地区） 
7.9 12 7.7 8 10.2 77 

鎌倉海岸 

（七里ガ浜地区） 
9.2 10 9.0 10 8.4 53 

腰越漁港海岸 

（小動岬東側地区） 
9.2 9 9.1 9 8.7 52 

腰越漁港海岸 

（小動岬西側地区） 
7.6 9 7.5 9 8.2 51 
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西相模灘地震 大正関東地震 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

鎌倉海岸 

（由比ガ浜地区） 
1.8 37 6.5 8 

鎌倉海岸 

（七里ガ浜地区） 
1.5 14 7.2 9 

腰越漁港海岸 

（小動岬東側地区） 
1.4 30 6.5 9 

腰越漁港海岸 

（小動岬西側地区） 
1.4 80 5.9 10 

 
 

明応型地震 神奈川県西部地震 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

最大津波高さ 
（T.P.ｍ） 

最大津波 
到達時間（分） 

鎌倉海岸 

（由比ガ浜地区） 
10.3 56 4.4 14 

鎌倉海岸 

（七里ガ浜地区） 
9.3 55 4.5 14 

腰越漁港海岸 

（小動岬東側地区） 
7.3 51 4.4 13 

腰越漁港海岸 

（小動岬西側地区） 
7.6 52 2.6 32 

 

南海トラフ地震 

最大津波高さ（T.P.ｍ） 最速津波到達時間（1ｍ）（分） 

10 34 

資料：神奈川県津波浸水想定図（平成 27年（2015年）３月） 

※南海トラフ巨大地震の最大津波高さは、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（内閣府） 

における都道府県別市町村別最大津波高一覧表 
 

(2) 海岸部における津波被害に対する留意点 

鎌倉市の海岸部における津波被害と、避難に際しての留意点は次のとおりです。 

○腰越 

神戸川沿いは海抜が低く、河川遡上等に伴う浸水が想定されることから、神戸川から離れ

た高台や、腰越小学校等の高い場所への避難が必要となります。高台避難の際、民地を通過

した避難時間短縮の可能性も検討します。 

○鎌倉高校前 

国道134号が高い位置にあり、住宅はそれよりも高い場所に立地していますが、国道や江

ノ島電鉄等が浸水被害を受ける可能性があります。 

○七里ガ浜 

行合川沿いは海抜が低く、すりばち状の小さな谷となっている七里ガ浜一丁目は浸水被害

が懸念されます。谷奥の高い場所にある七里ガ浜小学校を目指すか、谷の両側に位置する地
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形の高まりを目指した避難が原則となります。 

国道134号の位置が高いものの、国道沿いには住家や飲食店等の店舗があり、津波浸水の

おそれがあります。ただし、全体的には高い場所に多くの住家が分布していることから、津

波の浸水域は比較的狭い地域です。 

○稲村ガ崎 

国道134号は高い位置にあるものの、津波浸水のおそれがあります。また、極楽寺川等の

小河川の遡上により、稲村ガ崎一丁目から極楽寺三丁目にかけた谷底部の浸水が懸念されま

す。江ノ島電鉄の線路より内陸側が一時的な避難場所の目安となります。 

○坂ノ下 

南関東地震では、第１波の到達が早く、北西の高台を目指した避難が基本的な考え方とな

り10分以内の避難が目標となります。 

○長谷・由比ガ浜 

稲瀬川の河川遡上等による浸水の影響が想定されます。御成中学校、鎌倉文学館、長谷寺、

高徳院へ向かう避難が基本的な考え方となります。ただし、この地域には路地が多いため、

最短で避難できるルートの検討も必要です。 

○材木座 

国道134号の下に６箇所、国道の内陸側から海へ抜けるトンネルがあり、津波による陸上

遡上が想定されます。南東若しくは東方の高台を目指した避難が基本的な考え方となります。

民地を通過した避難時間短縮の可能性も検討します。 
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３ 風水害の想定 

(1) 想定する風水害  

本計画が対象とする風水害は、本市の自然的条件、社会的条件及び過去において発生し

た災害の態様を勘案し、次のように想定します。 

ア 台風による河川の氾濫、これまでに経験したことのないような局地的な豪雨、内水によ

る浸水及び家屋の倒壊、流出等 

イ 前線活動等に伴う短時間に集中して降る大雨による河川の氾濫、内水による浸水及び家

屋の倒壊、流出等 

ウ 台風の通過等に伴う高潮の発生及び河川への逆流に伴う浸水及び家屋の倒壊、流出等 

エ 大規模な竜巻、突風による家屋の全壊等 

オ その他異常な自然現象による、がけ崩れ、土地隆起、沈下等による家屋の倒壊等 

 

表 雨の強さと降り方 

1時間 

雨量 (mm) 

予報 

用語 

人の受ける 

イメージ 

人への 

影響 

屋内 

(木造住宅を 

想定） 

屋外の様子 
車に乗って 

いて 

10以上～ 

20未満 
やや強い雨 

ザーザーと

降る 

地面からの跳

ね返りで足元

がぬれる 

雨の音で話し声

が良く聞き取れ

ない 地面一面に水た

まりができる 

 

20以上～ 

30未満 
強い雨 どしゃ降り 

傘をさしてい

てもぬれる 

寝ている人の半

数くらいが雨に

気がつく 

ワイパーを速

くしても見づ

らい 

30以上～ 

50未満 
激しい雨 

バケツをひ

っくり返し

たように降

る 

道路が川のよう

になる 

高速走行時、車

輪と路面の間

に水膜が生じ

ブレーキが効

かなくなる（ハ

イドロプレー

ニング現象） 

50以上～ 

80未満 

非常に激し

い雨 

滝のように

降る（ゴーゴ

ーと降り続

く） 
傘は全く役に

立たなくなる 

水しぶきであた

り一面が白っぽ

くなり、視界が

悪くなる 

車の運転は危

険 

80以上～ 猛烈な雨 

息苦しくな

るような圧

迫感がある。

恐怖を感ず

る 

（注１）大雨によって災害が起こるおそれのあるときは大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こるおそれのある

ときは大雨警報や洪水警報を、更に重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警

戒や注意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。 

（注２）数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析したときには記録的短時間大雨情報を発表し

ます。この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につなが

るような猛烈な雨が降っていることを意味しています。なお、情報の基準は地域によって異なります。 

資料：気象庁ホームページ（平成 29年（2017年）９月） 
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表 風の強さと吹き方 

風の 

強い 

（予報 

用語） 

平均 

風速 

（m/s） 

おおよ

その 

時速 

速さ 

の 

目安 

人への影響 
屋外・樹木 

の様子 
走行中の車 建造物 

おおよそ 

の瞬間 

風速

（m/s） 

やや強

い風 

10以上 

15未満 
～50km 

一
般
道
路
の
自
動
車 

風に向かって歩

きにくくなる。 

傘がさせない。 

樹木全体が揺れ

始める。 

電線が揺れ始め

る。 

道路の吹流しの

角度が水平にな

り、高速運転中で

は横風に流され

る感覚を受ける。 

樋(とい)が揺れ

始める。 

 

 

 

 
 
20 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

60 

 

 

 

 

強い風 
15以上 

20未満 
～70km 

風に向かって歩

けなくなり、転倒

する人も出る。 

高所での作業は

極めて危険。 

電線が鳴り始め

る。 

看板やトタン板

が外れ始める。 

高速運転中では、

横風に流される

感覚が大きくな

る。 

屋根瓦・屋根葺材

がはがれるもの

がある。 

雨戸やシャッタ

ーが揺れる。 

高
速
道
路
の
自
動
車 

非常に

強い風 

20以上 

25未満 
～90km 

何かにつかまっ

ていないと立っ

ていられない。 

飛来物によって

負傷するおそれ

がある。 

細い木の幹が折

れたり、根の張っ

ていない木が倒

れ始める。 

看板が落下・飛散

する。 

道路標識が傾く。 

通常の速度で運

転するのが困難

になる。 

屋根瓦・屋根葺材

が飛散するもの

がある。 

固定されていな

いプレハブ小屋

が移動、転倒す

る。 

ビニールハウス

のフィルム(被覆

材)が広範囲に破

れる。 

25以上 

30未満 
～110km 

特
急
電
車 

屋外での行動は

極めて危険。 

走行中のトラッ

クが横転する。 

固定の不十分な

金属屋根の葺材

がめくれる。 

養生の不十分な

仮設足場が崩落

する。 

猛烈な

風 

30以上 

35未満 
～125km 

35以上 

40未満 
～140km 

多くの樹木が倒

れる。 

電柱や街灯で倒

れるものがある。 

ブロック壁で倒

壊するものがあ

る。 

外装材が広範囲

にわたって飛散

し、下地材が露出

するものがある。 

40以上 140km～ 

住家で倒壊する

ものがある。 

鉄骨構造物で変

形するものがあ

る。 

（注１）強風によって災害が起こるおそれのあるときは強風注意報を、暴風によって重大な災害が発生するおそれのあ

るときは暴風警報を、更に重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは暴風特別警報を発表して警戒や注

意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。 

（注２）平均風速は 10分間の平均、瞬間風速は３秒間の平均です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平

均風速の 1.5倍程度になることが多いですが、大気の状態が不安定な場合等は３倍以上になることがあります。 

（注３）この表を使用される際は、以下の点に御注意ください。 

１.風速は地形や周りの建物等に影響されますので、その場所での風速は近くにある観測所の値と大きく異なること

があります。 

２.風速が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や風の吹き方によって被害が異なる場合があります。 

この表では、ある風速が観測された際に、通常発生する現象や被害を記述していますので、これより大きな被害

が発生したり、逆に小さな被害にとどまったりする場合もあります。 

３.人や物への影響は日本風工学会の「瞬間風速と人や街の様子との関係」を参考に作成しています。今後、表現等

実状と合わなくなった場合には内容を変更することがあります。 

資料：気象庁ホームページ（平成 25年（2013年）３月） 
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(2) 洪水浸水想定 

県では、水防法第14条の規定に基づき、大雨等によって河川が増水し、堤防が決壊した

場合を想定し、洪水浸水想定区域図を作成しています。 

市は、県が策定した洪水浸水想定区域図をもとに、「鎌倉市洪水ハザードマップ」を策

定しています。 

なお、ハザードマップに示した区域以外にも、雨の降り方や土地利用の変化等により浸

水することがあります。 

また、大雨により、急傾斜地崩壊危険箇所や土石流危険渓流氾濫区域等においても土砂

災害の危険性が高まることが想定され、市では県が指定した「土砂災害（特別）警戒区域」

を基に、土砂災害ハザードマップを作成しています。大雨により、これらの危険箇所等にお

いても土砂災害の危険性が高まることが想定されます。 

 

(3) 内水浸水想定 

市では、中小河川・水路等の排水能力を超えて浸水した状況を示す「鎌倉市内水ハザー

ドマップ」を作成しています。この内水ハザードマップは、主要な河川に合流する中小河

川・水路や下水道が１時間最大雨量78.5mm（平成16年（2004年）10月９日の降雨と同規模）

により、雨水の排水能力を超えた場合に予測される浸水区域を示しています。 

 

(4) 高潮浸水想定 

市では、台風や発達した低気圧の接近により潮位が高くなる高潮による浸水した状況を

示す「鎌倉市高潮ハザードマップ」を作成しています。 

この高潮ハザードマップは、国内観測史上、最も大きな台風が、沿岸に最悪の被害を与

える経路で襲来した場合の最大となる浸水区域を示したものです。 

 

４ その他の災害の想定 

本計画において取り扱うその他の災害の概要と本市での被害想定は、次のとおりです。 

 

表 その他の災害とその概要 

項目 災害の概要 

火山災害 

・箱根山、富士山における溶岩流、噴石、降灰・火山灰、火砕流等の火山災害事象。 

・富士山の大規模な噴火が発生した場合、市の一部で10～30cmの降灰の堆積が想定

されています。 

雪 害 

・大雪等に伴う都市機能の阻害及び交通の途絶による孤立等の災害。 

・本市でも大雪等が発生した場合、ライフラインの麻痺や市民の日常生活に影響が

発生する可能性があります。 

放射性物質 
災害対策 

・原子力発電所（市外）や放射性物質取扱事業所等における放射性物質災害。 

・本市には放射性物質取扱事業所が立地しており、そこで事故等が発生する可能性

があります。 
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第３ 鎌倉市の防災上の課題 

１ 減災に向けた取組の推進 

(1) 災害ぜい弱性の高まりへの対応 

東日本大震災では、これまでの想定を大きく上回る巨大な地震・津波が襲来し、甚大な

被害が生じました。電気・ガス・水道に加え、道路や交通・輸送網、携帯電話やインター

ネット等の情報通信網等のライフラインが寸断され、その広範な被害は、災害対策初動期

の救援・救護活動の混乱等をはじめ、今なお、被災地域の生活、産業活動に大きな影響を

与えています。 

こうした社会や生活を支えるネットワーク系施設への依存度の高まりに加え、少子高齢

化の進行、近隣社会における相互扶助意識の希薄化等、社会環境の面でも地域における災

害ぜい弱性の拡大と深刻化が懸念されています。自助、共助意識の浸透を図り、平常時か

ら地域のつながりを築いていくことが大切です。 

(2) 防災まちづくりの推進 

私たちが映像や報道で東日本大震災や令和元年房総半島台風（台風第15号）、令和元年

東日本台風（台風第19号）等を見聞きしたように、自然の猛威はすさまじいものがありま

した。同時に、自然災害の発生とそれによる被害を防ぐことの難しさも知りました。 

災害の発生と被害を完全に防ぐことが不可能であるなら、たとえ被災したとしても、人

命が失われることなく、被害を最小化する「減災」という考え方から、災害に強いしなや

かなまちづくりを進める必要があります。 

また、大規模な災害においては、防災施設整備等のハード面からの防災対応に限界があ

ります。自らの命と生活を守ることができるように、地域力と市民力を皆で高める防災教

育等のソフト面での対応が重要です。 

自助・共助・公助の視点でソフト・ハード両面から総合的な災害対策を講じ、安全・安

心なまちづくりを進めていくことが求められています。 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策の展開 

(1) 被災者等への的確な情報伝達 

大規模災害の発生時において、様々な環境や状況のもとにある市民等に対して、適時・

的確な情報を迅速かつ確実に伝えることは極めて重要です。流言飛語等による混乱を防ぎ、

災害対策実施の現場や災害対策の中枢のみならず、不安定な心理状態にある被災者等を安

全・安心な状態に導くためにも、正確な情報を適時・的確に届ける方法を用意しておく必

要があります。 

(2) 広域応援体制の整備 

広域で甚大な災害が発生した場合には、災害応急対策全般にわたる広域応援が求められ

ます。災害の規模や被災地のニーズに応じた応援が円滑に行われるよう、応援先・受援先

の決定、相互応援に関する協定の締結等、事前に具体的・現実的な対策を想定した対応を

定めておくことが必要となります。 
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(3) 二次災害の防止 

東日本大震災における津波によって、臨海部の石油・ＬＰＧタンクの火災や係留船舶の

火災等が発生しました。阪神淡路大震災においても、倒壊を免れていたビルが時間を経て

倒壊した例がありました。 

また、余震や降雨等による水害・土砂災害、余震による建造物の倒壊、地盤沈下による

浸水、有害物質の漏えい・飛散等、大規模災害では、二次災害が引き起こされる可能性が

あり、施設の点検、応急措置、環境モニタリング等が必要になります。 

３ 市の特性を踏まえた防災対策の推進 

(1) 歴史・文化都市の特性への対応 

中世由来の都市としての背景と基盤を持つ鎌倉市においては、多くの歴史文化資源や豊

かな歴史文化的環境を、いかに災害から守るかということが大きな課題となっています。 

可搬性のある歴史文化資源については、堅固な収蔵庫等への一時保管や安全な場所への

移動が考えられますが、土地に固定された建造物や歴史文化的環境については、耐震性の

強化や防火対策等に加えて、可能な防災対策について検討を進めることが必要です。 

(2) 地形特性を踏まえた防災都市づくり 

本市は、山や海等豊かな自然景観に恵まれた都市である一方で、ひとたびの自然災害で

大きな被害を受ける可能性があります。 

急傾斜の斜面では落石、土砂災害の危険があり、木造住宅が密集する市街地では、建物

の倒壊や火災に見舞われるリスクがあります。 

また、海岸部では津波の到達に注意を要するほか、海抜の低い扇状地のため、津波が川

を遡上して氾濫被害が拡大するリスクもあります。 

このように本市は、自然災害については、地震、津波、浸水害、土砂災害等多種多様の

災害発生の可能性を有しています。 

こうした本市の災害特性を踏まえ、災害リスクを正しく認識するとともに、被災時の被

害を軽減するための効果的な災害予防及び応急復旧対策を講じることにより、災害に強い

安全・安心なまちづくりを推進していく必要があります。 

(3) 自助・共助による効果的な取組 

自助・共助を進めるためには、これらを支えたり促したりする仕組みが必要であり、自

らと家族の避難方法の確認、防災情報の入手先や活用方法の確認、家庭や企業での備蓄等、

自助を促すための取組や自主防災組織、ＮＧＯ、ＮＰＯ、各種法人、ボランティアの支援

等の共助を促すための取組を進める必要があります。 
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第４節 計画の推進主体とその役割 

 

第１ 計画の進め方  

１ 防災力の向上に向けた取組及び連携 

(1) 防災の基本方針 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化する「減

災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最

重視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を組み合わせて災害

に備えることが重要です。 

(2) 各主体相互の協調 

地域の防災力を向上させるためには、市民、企業、市、その他関係機関が自らの責任を

果たすと同時に、相互に協調した取組を進めることが基本です。また、国や県の支援も重

要です。 

(3) 対策の総合的な展開 

この計画は、長期的には災害に強い安全なまちづくりを進めながら、都市の防災性の向

上を図ること、災害の発生に備えた事前準備を進めること、想定される被害の様相に対応

した応急活動対策を定め、その実効性を確保するための訓練等に努めること、更に復旧・

復興対策の検討等と調和を保ちながら総合的に展開することが求められます。 

(4) 防災に関する諸対策の推進 

防災に関する諸対策の推進にあたっては、市民、企業等の主体的な取組と地域住民に最

も密着した市の役割が大きいことから、市は、これらの取組が円滑に進むよう、国及び県

との連絡・調整に努め、必要に応じて支援を受けるとともに、所掌する施設等の防災性の

向上に努めます。 

(5) 災害発生時における地域の連携 

災害発生時には、市民、地域の主体的な取組と市の防災力が一体となった対応を図るこ

とが、被害を軽減、減少させることにつながります。そのため、市民の一人ひとりが「自

らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」ことが大切であるとの「自助・共助」の

認識を持ち、平常時から食料、飲料水等の備蓄や防災訓練への参加などの事前の準備を行

うとともに、災害発生時には自らの安全を守る行動、初期消火活動、近隣の負傷者、要配

慮者等の救助、避難所における自発的行動など、自主防災組織、消防団、企業、ボランテ

ィア等と連携した防災活動を実施することが重要です。 

(6) 災害発生時における広域的な連携 

この計画に沿って消防力等を最大限に発揮するとともに、被害状況と応急対策活動の状

況を把握し、応援体制を活用するなど、防災活動を機動的に推進することが重要です。市

は、広域的な応援を受けることが必要と認められるときは、災害対策基本法等の関係法令

及び相互応援協定により、国、県、他市町村等に対して協力・支援を求めます。 
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(7) 関係機関との連携・調整 

この計画は、いずれの場面においても関係者の主体的な取組と連携が必要です。そこで、

平常時においては市防災会議において、各種対策の実施状況を把握し、計画の進捗の調整

を図ります。また、災害発生時には、県や関係機関と連携を図りながら、災害対策本部に

おいて市域における応急活動対策の調整を行います。 

２ 男女共同参画・共生社会の推進 

この計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により、地域の防災力向上を図るため、

男女双方や要配慮者、共生社会等の視点に配慮して進めることが重要です。 

市は、被災時における男女のニーズの違い等に十分配慮し、避難所において被災者の良好な

生活環境が保たれるよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程や災害現場におけ

る女性の参画を拡大するなど、男女共同参画の視点や性別、年齢、障害の有無、文化等の違い

に関係なく、全ての市民等の安全確保を目的として、計画の推進に努めます。 

３ 市の業務継続体制の確保 

市は、「地震災害時業務継続計画（ＢＣＰ）」の実効性を高めるため、必要な人員や資機材

の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変

化等に応じた体制の見直し等を行います。 

 

第２ 関係機関の実施責任 

災害応急活動を推進するにあたって、市、県、その他の関係機関の果たすべき責任は、次のと

おりです。 

１ 市 

市は、防災の第一義的責任を有する基礎自治体として、市域並びに市民の生命、身体及び財

産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団

体及び他の自治体の協力を得て防災活動を実施します。 

２ 県 

県は、市町村を包括する広域的な自治体として、県土並びに県民の生命、身体及び財産を災

害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及び

他の自治体の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関が処理す

る防災に関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行います。 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定

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

が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置を行います。 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

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

を実施するとともに、市の活動が円滑に行われるようその業務に協力します。 
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５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

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

に、災害時には災害応急措置を実施します。 

また、市その他の関係機関の防災活動に協力します。 

 

第３ 市民及び企業等の責務  

１ 市民 

(1) 「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低３日分、推奨１週間分の食

料・飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、体温計、スマートフォ

ン・携帯電話用の充電器、モバイルバッテリー等の備蓄や家具・ブロック塀等の転倒防止

対策の実施等の予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動についてのルールづくり等、自

らが防災対策を行います。 

(2) 「皆のまちは、皆で守る」ため、自主防災組織の結成及びその活動への積極的な参画に

努めます。 

(3) 防災訓練、防災に関する研修等に積極的に参加し、習得した防災に関する知識、技能等

を防災対策の実施や災害発生時に発揮できるよう努めます。 

(4) 災害が発生した場合には、地域において相互に協力し、情報の入手、出火の防止、初期

消火、救出救助、応急手当等に努めるとともに、避難するにあたっては冷静かつ積極的に

行動するように努めます。 

(5) 過去に起こった大規模地震等の災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

自ら災害教訓の伝承に努めます。 

(6) 平常時から、地域の災害リスクや避難経路の安全性等を確認し、災害時に取るべき行動

を自ら判断するよう努めます。 

また、災害の危険が高まった場合には、「これまでも大丈夫だった」「自分だけは大丈

夫」という意識から避難が遅れることがないよう、市等からの情報を確認し、自らの判断

で適時適切な避難行動を取るように努めます。 

２ 企業 

(1) 平常時から、その管理する施設及び設備の耐震性の確保や食料、飲料水等の備蓄や消火、

救出救助等のための資機材を整備するとともに、従業員の防災訓練や防災に関する研修等

の積極的な実施に努めます。 

(2) 災害対策の責任者を定め、災害が発生した場合の従業員のとるべき行動を明確にし、市

民及び自主防災組織と連携して、地域における防災活動に参加するための体制を整備する

とともに、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

ェーンの確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めま

す。 
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(3) 災害が発生した場合には、従業員等の安全確保や従業員等が帰宅困難者にならないよう

な措置を講じるとともに、市民及び自主防災組織と連携して、情報の収集及び伝達、消火、

救出救助、応急手当、避難誘導等を積極的に行うよう努めます。 

３ ボランティア 

(1) 災害救援のため活動するボランティアは、平常時から、地域・行政・関係機関が開催す

る防災に関する研修会や訓練等に協力・参加し、関係者との連携を深めるよう努めます。 

(2) 災害救援のため活動するボランティアは、災害時の活動の際には、食料、飲料水、寝具、

衣料品等を携行し、ごみは持ち帰るなどできる限り自己完結型の活動に努めるとともに、

被災地の状況を把握し、被災者の心情を勘案して活動します。また、ボランティア相互で

連絡を取り合い、効果的な活動に努めます。 

 

第４ 関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱  

本市は、地震による災害の発生を防止し、又は軽減し、市民の生命、身体及び財産の保全のた

め処理すべき事務の大綱を次のとおり定めます。また、国、県及び各関係機関が処理すべき業務

は、おおむね次のとおりです。 

 

関 係 機 関 名 事務・業務 

(1) 鎌 倉 市 

・防災組織の整備及び育成指導 

・防災組織の普及及び教育 

・災害教訓の伝承に関する啓発 

・防災訓練の実施 

・防災施設の整備 

・防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

・消防活動その他の応急措置 

・避難対策 

・地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

・被災者に対する救助及び救護の実施 

・保健衛生 

・文教対策 

・被災施設の復旧 

・その他の災害応急対策 

・その他災害の発生の防ぎょ及び拡大防止のための措置 
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関 係 機 関 名 事務・業務 

⑵ 

神 

奈 

川 

県 

横須賀三浦地域県政総合センター 

藤沢土木事務所 

企業庁鎌倉水道営業所 

鎌倉保健福祉事務所 

鎌倉警察署 

大船警察署 

・防災組織の整備 

・市町村及び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 

・防災知識の普及及び教育 

・災害教訓の伝承に関する啓発 

・防災訓練の実施 

・防災施設の整備 

・防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

・地震に関する情報の収集、伝達及び広報 

・緊急輸送の確保 

・交通規制、その他社会秩序の維持 

・保健衛生 

・文教対策 

・市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

・災害救助法に基づく被災者の救助（救助実施市域を除く）

及び資源配分の連絡調整 

・被災施設の復旧 

・その他災害の発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

⑶ 

指
定
地
方
行
政
機
関 

関東財務局横浜財務事務所 ・応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報

の提供 

・災害発生時における地方公共団体等に対する国有財産の無

償貸付等 

・民間金融機関による非常金融措置の実施要請等 

・地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

・主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

横浜地方気象台 ・気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及

び発表 

・気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地

震動に限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報

の発表、伝達及び解説 

・気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

・地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

・防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

関東総合通信局 ・非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

・災害時テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）による災

害対応支援 

・災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸

出し 

・非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線

局の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等

の変更を口頭等により許認可を行う特例措置(臨機の措置)

の実施 

・電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 



総 則 編 

第４節 計画の推進主体とその役割 

 

総則-30 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

関 係 機 関 名 事務・業務 

⑶ 

指
定
地
方
行
政
機
関 

関東地方整備局 ・防災上必要な教育及び訓練 

・水防に関する施設及び設備の整備 

・災害危険区域の選定 

・災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

・災害に関する情報の収集及び広報 

・水防活動の助言 

・災害時における交通確保 

・災害時における応急工事及び緊急対応事業の実施 

・災害復旧工事の施工 

・再度災害防止工事の施工 

・港湾施設及び海岸保全施設等の整備 

・港湾施設、海岸保全施設等に係る応急対策及び復旧対策の

指導、協力 

・港湾施設、海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策 

海上保安庁第三管区海上保安本部 ・大規模地震災害対策訓練等の実施 

・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 

・港湾の状況等の調査研究 

・船艇、航空機等による警報等の伝達 

・船艇、航空機等を活用した情報収集 

・活動体制の確立 

・船艇、航空機等による海難救助等 

・船艇、航空機等による傷病者、医師、避難者及び救援物資

等の緊急輸送 

・被災者に対する物資の無償貸与又は譲与 

・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 

・排出油等の防除等 

・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 

・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 

・海上における治安の維持 

・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 

・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 

・災害復旧・復興に係る工事に関する海上交通安全の確保 
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関 係 機 関 名 事務・業務 

⑶ 

指
定
地
方
行
政
機
関 

関東農政局神奈川県拠点 ○災害予防 

・ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等、防災上重要

な施設の点検・整備事業の実施又は指導 

・農地、農業用施設等を防護するための防災ダム、ため池、

湖岸、堤防、土砂崩壊防止、農業用河川工作物、たん水防

除、農地侵食防止等の施設の整備 

○災害応急対策 

・農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告 

・種もみ、その他営農資材の確保 

・主要食料の供給 

・生鮮食料品等の供給 

・農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除 

・土地改良機械器具及び技術者等の把握並びに緊急貸出及び

動員 

○災害復旧 

・農地、農業用施設等について特に必要がある場合の査定の

実施 

・被災農業者等に対する資金の融通 

○その他 

・農業関係被害状況の情報収集及び報告 

⑷ 

指
定
公
共
機
関 

東日本旅客鉄道(株)鎌倉駅 

〃          北鎌倉駅 

〃          大船駅 

・鉄道、軌道施設の整備、保全 

・災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

・鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

東京電力パワーグリッド(株) 

藤沢支社 

・電力供給施設の整備及び点検 

・災害時における電力供給の確保 

・被災施設の調査及び復旧 

東京ガスネットワーク(株) ・ガス供給施設の耐震設備 

・災害時における都市ガス供給の確保 

・ガス供給施設の被害調査及び復旧 

東日本電信電話(株)神奈川事業部 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョン(株) 

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈

川支店 

・電気通信施設の整備及び点検 

・電気通信の特別取扱 

・電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

ＫＤＤＩ(株) 

ソフトバンク(株) 

楽天モバイル(株) 

・電気通信施設の整備及び保全 

・災害時における電気通信の疎通 

日本赤十字社神奈川県支部 ・医療救護 

・こころのケア 

・救援物資の備蓄及び配分 

・血液製剤の供給 

・義援金の受付及び配分 

・その他災害救護に必要な業務 
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関 係 機 関 名 事務・業務 

⑷ 

指
定
公
共
機
関 

日本郵便(株)鎌倉郵便局 

〃    大船郵便局 

・災害時における郵便物の送達の確保 

・救助物資を内容とする小包郵便物及び救助用又は見舞い用

の現金書留郵便物の料金免除 

・被災者に対する郵便はがきの無償交付及び被災者が差し出

す郵便物の料金免除 

・被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替

の料金免除 

・為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱 

・被災地域の地方公共団体に対する簡易保険積立金による応

急融資 

日本通運(株)藤沢支店 ・災害対策用物資の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

佐川急便(株)神奈川支店 

ヤマト運輸(株)湘南主管支店 

西濃運輸(株)茅ヶ崎支店 

・物資集積・搬送拠点、避難所等への物資の配送 

・配送時における被災者の物資ニーズの収集 

・荷役作業に必要な人員及び機材の提供 

⑸ 

指
定
地
方
公
共
機
関
等 

江ノ島電鉄(株)鉄道部鎌倉駅 

湘南モノレール(株) 

・鉄道、軌道施設の整備、保全 

・災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

・災害時の応急輸送対策 

・鉄道、軌道関係被害調査及び復旧 

江ノ島電鉄(株)自動車部鎌倉営業所 

京浜急行バス(株)鎌倉営業所 

神奈川中央交通(株)藤沢営業所 

(一社)神奈川県トラック協会湘南

地区支部 

・被災地の人員輸送の確保 

・災害時の応急輸送対策 

・災害対策用物資の輸送確保 

鎌倉市医師会 

鎌倉市歯科医師会 

鎌倉市薬剤師会 

・医療施設の提供及び医療・救護活動等の実施 

・救護活動に必要な医薬品及び医薬器材の確保 

(株)アール・エフ・ラジオ日本 

(株)テレビ神奈川 

鎌倉エフエム放送(株) 

(株)ジェイコム湘南・神奈川 

・気象予報、警報等の放送の周知 

・緊急地震速報の迅速な伝達 

・災害状況及び災害対策に関する放送 

・放送施設の保安 

⑹ 

そ
の
他 

陸上自衛隊東部方面混成団 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

・防災関係資料の基礎調査 

・自衛隊災害派遣計画の作成 

・県及び市地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

・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 

・民間事業者等への移行までの応急対策として災害廃棄物の

撤去 

・災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及

び譲与 

鎌倉商工会議所 ・市が行う商工業関係被害状況調査及び応急対策への協力 

・救助用物資、復旧資財の確保についての協力 
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関 係 機 関 名 事務・業務 

⑹ 

そ
の
他 

病院等医療施設の管理者 ・避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

・災害時における入院患者等の保護及び誘導 

・災害時における病人等の受入れ及び保護 

・災害時における被災負傷者の治療及び助産 

社会福祉施設の管理者 ・避難施設の整備、避難確保計画を含む非常災害対策計画の

作成及び避難訓練の実施 

・災害時における入所者の保護及び誘導 

学校法人 ・避難施設の整備、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施 

・災害時における応急教育対策計画の確立と実施 
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第５節 計画の推進管理 

 

第１ 計画の着実な推進 

この計画を推進するためには、各防災機関が多くの事業を実施する必要があるため、長期間に

わたる投資が求められます。そこで地域社会の実情、各種対策の水準等を点検しながら、「減災」

の考え方を基本方針として、緊急度の高いものから優先的かつ重点的に実施していきます。 

また、国や県の財政措置を活用し、防災対策の第一線の機関として、市は防災力の一層の向上

を図ります。 

 

第２ 計画の点検と管理 

地域防災計画は、災害対策基本法第42条第１項の規定に基づき、毎年点検を行います。必要が

あると認めるときは、災害対策基本法第16条及び鎌倉市防災会議条例に基づき設置される鎌倉市

防災会議において、修正します。 
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第１章 

地震・津波災害予防計画 

 

【地震・津波災害予防計画の体系】 

地震・津波から市民の生命、身体及び財産を守り、安全で安心なまちの実現を目指し、必要な

予防対策を、県、関係機関等と連携しながら一丸となって推進します。 

また、計画の推進にあたっては、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 都市の安全性の向上 

◆ 災害時応急活動事前対策の充実 

◆ 地域防災力の向上 

 

地震・津波災害予防計画 



第１章 地震・津波災害予防計画 

『都市の安全性の向上』の構成 
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◆『都市の安全性の向上』の構成 
 

『都市の安全性の向上』では、災害の発生に備え、市の都市計画や公共事業等を実施するにあた

り、都市の防災化を推進し、災害時において被害を最小限に防止するために必要な事項を定めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的な土地利用と市街地整備の推進 第１節 

歴史的遺産と自然環境の保全 第２節 

公園・緑地等の防災空間の確保 第３節 

道路・橋りょうの安全対策と交通環境の整備 第４節 都
市
の
安
全
性
の
向
上 

ライフラインの安全対策 第８節 

がけ崩れ対策等 第５節 

液状化対策 第６節 

津波に強いまちづくり 第７節 

危険物施設等の安全対策 第９節 

建築物等の安全確保対策 第 10節 

住宅・住環境対策 第 11節 
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第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 
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第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

 

【施策の方向】 

市及び関係機関が実施する各種都市基盤整備関連事業等を、都市の防災化の観点からとらえる

とともに、震災に対して被害を最小化する「減災」の考え方も踏まえ、これを総合的に推進し、

都市構造の安全性を向上させ、地震に強い都市基盤の整備を実現するための基本的な方針を定め

ます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 計画的な土地利用の推進 

災害に強い都市基盤の整備は、適正な土地利用を推進することが基本であり、市は、都市マス

タープランや立地適正化計画等に基づき、計画的な土地利用や都市全体の都市機能と居住の誘導

を図ります。 

また、地震災害予防の観点から、市街地における上下水道、道路、公園等の整備や住工混在の

解消等を推進します。 

 

第２ 災害に強いまちづくりの推進 

本市は、大規模地震対策特別措置法第３条第１項による地震防災対策強化地域ではありませんが、

近接地域であるため、都市防災構造化対策を総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。 

このため、避難場所、避難路、防災公園等の整備を含め、密集市街地を防災街区として整備し

防災機能の確保を図るため、神奈川県都市防災基本計画等を踏まえ、鎌倉市都市防災基本計画の

策定に取り組むなど、災害に強いまちづくりを推進します。 

 

第３ 防火地域・準防火地域の指定 

市は、都市計画法第８条第１項第５号に基づく防火地域・準防火地域の指定には、用途地域や容

積率との連携を基本に、避難場所、緊急輸送道路、防災拠点等も考慮して、その拡大を検討します。 

 

第１節 計画的な土地利用と 
市街地整備の推進 

の推進 

第１ 計画的な土地利用の推進 

第２ 災害に強いまちづくりの推進 

第３ 防火地域・準防火地域の指定 

第４ 宅地の災害防止対策 

第５ 自然災害回避（アボイド）行政の推進 

第６ 市街地の開発・整備 
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第４ 宅地の災害防止対策 

市は、事業者等に対し、宅地造成等規制法及び都市計画法の規定に基づき事業を許可し、安全

性に配慮した指導を行い、宅地造成地に発生する災害防止を促進していきます。 

また、市は、盛土の安全性を把握する調査を進め、市内にある大規模盛土造成地の位置や規模

を示した「鎌倉市大規模盛土造成地マップ」を作成・公表しており、当該マップの周知を推進す

るとともに、市民に対し、平常時から宅地や周辺の擁壁等を点検し、安全の確保に努めるよう意

識の啓発を図ります。 

 

第５ 自然災害回避（アボイド）行政の推進 

自然災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、市民に対し、自然災害の発生する危険性

が高い土地についての情報を的確に伝えるとともに、自然災害を回避した安全な土地利用を促進

します。 

１ 施策展開の方向性 

(1) より精度の高い自然災害に対する情報の収集・整備に努め、わかりやすい情報提供を行

います。 

(2) 自然災害発生の危険性の高い地域については、土地利用の規制及び安全な土地利用を誘

導します。 

２ 推進事業 

(1) ハザードリスクの周知 

市は、各種ハザードリスクを地図化して市民に提供します。 

(2) 安全な土地利用の誘導 

市は、情報提供や現行法に基づく規制制度等を活用して、安全な土地利用を誘導します。 

３ 自然災害発生危険箇所の把握 

自然災害発生の危険性が高い場所の把握のため、市は引き続き、国や県等と協力して、自然

災害に対する詳細な危険箇所調査を実施していきます。 

 

第６ 市街地の開発・整備 

市は、「第３次鎌倉市総合計画」、「鎌倉市都市マスタープラン」、「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」等に基づき、市街地整備を進めており、

今後も、計画に位置付けられている市街地開発・整備事業をはじめ、防災上、整備等が必要と考

えられる地区について、各種事業手法による整備を促進していきます。 
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第２節 歴史的遺産と自然環境の保全 

 

【施策の方向】 

本市には、中世以来の建造物等数多くの文化財が存在していますが、大規模地震が発生した際

には、これらの文化財にも影響が及ぶことが想定されます。 

本節では、数多くの歴史的遺産を持つ都市として、歴史的遺産と自然環境の保全を図るための

基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

第１ 歴史文化遺産と結びついた緑の保全 

国指定史跡や歴史的風土特別保存地区をはじめ、重要な歴史文化資源と結びついた緑は、火災

時の延焼防止機能を有することから、その保全に努めます。 

また、これらの緑が分布する地域の多くでは、がけ崩れ、土石流のおそれがある箇所も含まれ

ていることから、安全対策を併せて推進します。 

 

第２ 文化財への配慮 

１ 文化財災害の予防 

(1) 市及び市教育委員会は、文化財所有者及び管理者等と連携を図りながら、文化財を保護

するための事前対策や応急対策等について情報の共有化を図ります。 

(2) 市及び消防本部は、文化財防火デーを中心に、文化財保有社寺等において、関係者を含

む合同の消防総合訓練や立入検査を実施し、文化財保護の予防対策の推進を図ります。 

また、消防本部は、自動火災報知設備、放水銃、屋外消火栓等の消火設備を設置するよ

う、指導に努めます。 

２ 被災文化財の修復・再生 

(1) 市及び市教育委員会は、歴史的風致形成建造物等を地震災害から守るために、必要に応

じて耐震調査や改修設計、内外装の修繕等を実施します。 

(2) 市及び市教育委員会は、史跡等の文化財について、映像、図面等による災害発生前の状

況の詳細な記録保存等、被災文化財の修復・再生のための対策を検討します。 

(3) 市は、平常時から災害時における文化財と一般廃棄物のがれき等との混合防止対策につ

いて協議・検討を行います。 

第２節 歴史的遺産と自然 

環境の保全 

第２ 文化財への配慮 

第１ 歴史文化遺産と結びついた緑の保全 

第３ 文化財保護意識の向上 
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第３ 文化財保護意識の向上 

市及び市教育委員会は、県教育委員会と協力し、関係機関をはじめ、広く市民等に対し文化財

保護意識の啓発に努めるとともに、文化財の所有者、管理者等に対し、地震災害対策の事前対策、

応急対策等の必要性について啓発し、文化財保護意識の向上を図ります。 
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第３節 公園・緑地等の防災空間の確保 

 

【施策の方向】 

公園・緑地の確保は、災害時には、避難場所や救出・救助の活動拠点、緩衝帯となることが想

定され、地域住民の安全・安心を確保していくうえで重要です。 

本節では、緑を基盤とした安全性の高い都市空間を形成するための基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

第１ 防災緑地空間の保全と確保 

都市公園（街区公園、地区公園、総合公園、風致公園等）、緑地、一団の農地は、災害発生時

に、避難場所あるいは救援活動の拠点として機能するほか、ふく射熱の遮断等にも有効であり、

防災上重要な役割を担っています。 

また、街路樹や植栽帯等についても、火災延焼の防止機能や地震時に沿道の建物が道路側に倒

壊することを防ぐ建物倒壊防止の機能が認められます。 

市は、「鎌倉市緑の基本計画」（令和４年（2022年）３月改定）等に基づき、防災機能も考慮

した公園、緑地の整備を推進するとともに、緑道、街路樹、民有地等の緑化を推進します。 

１ 都市の安全性を高める緑地の保全・創造 

(1) 減災の観点から、市街を分節してふく射熱が軽減できる緑地の保全・創造を図ります。 

(2) 指定避難所（ミニ防災拠点）や避難場所となる学校の敷地、都市公園等での防災・減災

機能を向上させる緑化を推進します。 

２ 都市公園の計画的整備 

(1) 市は、防災公園街区整備事業等を活用し、防災機能を備えた公園の整備を推進します。 

(2) その他の都市公園等についても、防災公園としての機能強化を図るため、トイレ、井戸、

池等災害発生時に有効に機能する施設の整備を推進するとともに、備蓄倉庫、耐震性貯水

槽等の災害応急対策施設の整備を図ります。 

３ 市街地の安全性を高める緑のネットワーク形成 

市は、市街地における地震火災によるふく射熱を軽減させるなど、安全な避難につながる緑

を創造し、都市の安全性を向上させる緑のネットワークの形成に努めます。 

 

第１ 防災緑地空間の保全と確保 
第３節 公園・緑地等の防災空間 

の確保 
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第４節 道路・橋りょうの安全対策と交通環境の整備 

 

【施策の方向】 

道路、橋りょう及び交通環境は、震災時において、避難、消防、救援活動等に重要な役割を果

たすとともに、火災の延焼を防止するなど、多様な機能を有しています。 

本節では、防災都市づくりの骨格として、災害に強く、信頼性の高い道路網及び橋りょう並び

に道路交通環境の整備に係る基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 道路の整備 

本市の都市計画道路の整備率は全般に低く、平日・休日ともに慢性的に混雑した状況となっ

ています。なかでも、鎌倉地域の道路網は、基本的に中世の形態を引き継いだものであり、歴

史的環境の保全等、様々な制約を抱えていますが、災害時における救援物資の輸送道路の機能

確保や救援活動等の円滑化を図るための対策を促進します。 

１ 道路の整備 

(1) 市は、災害時の緊急物資の輸送、救助・救急、消火活動等の応急活動を迅速かつ円滑に

実施するため、防災拠点へのアクセス強化や市街地と高速道路とのアクセス強化等に必要

な道路ネットワーク整備を国や県と一体となって進めます。 

(2) 市は、道路施設の計画的な修繕等、安全な道路環境の整備を図ります。 

２ 電線類の地下埋設化 

市は、ライフライン機能の確保と併せ、避難路の確保、防災活動の円滑化のため、関係事業

者と協力し、電線類の地中化を促進します。 

３ う回路の調査 

市は、被災した道路の早期復旧が困難で交通に支障を来す場合に対処するため、重要な道路

に連絡するう回路をあらかじめ調査し、緊急時に備えます。 

 

第２ 橋りょうの整備 

市は、老朽化した橋りょうについて、「鎌倉市橋りょう長寿命化修繕計画」（平成25年（2013

年）３月）に基づき、計画的に修繕等を実施します。 

また、その他の橋りょうについても、良好な状態を維持するため、定期点検や清掃等の維持管

理に努め、災害に備えていきます。 

 

第１ 道路の整備 

第２ 橋りょうの整備 

第４節 道路、橋りょうの安全 

対策と交通環境の整備 

第３ 交通環境の整備 
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第３ 交通環境の整備 

１ 災害に備えた道路交通環境 

本市は、地理的条件から、災害時における道路交通の確保が極めて重要であり、次のような

ハード・ソフト両面からの交通環境の充実に努めます。 

(1) 交通安全施設の補強等による耐震性の向上 

(2) 災害発生時の適切な交通規制 

(3) 災害発生時における放置車両等の排除措置 

(4) 災害発生時における道路交通情報提供の充実 

(5) 災害に備えた道路通行の安全の確保 

２ 公共交通機能の向上策の検討 

高齢化の進展とともに、地域で安心して住み続けられ、暮らしやすいまちづくりが求められ

ている中で、地域に密着した公共交通の重要性はますます高まっています。こうした背景を踏

まえ、地域公共交通の維持とあり方について計画の策定を進めます。 
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第５節 がけ崩れ対策等 

 

【施策の方向】 

本市では、市内各地に急傾斜地が存在し、土砂災害が比較的起こりやすい地形条件を有してい

ます。また、市街地が山裾まで迫っているため、土砂災害に対してぜい弱な構造を有しています。

更に、市街地の住宅地等に隣接する急しゅんな斜面樹林地の多くは、間伐、伐採等の管理頻度が

低下したことで、土砂災害や倒木等の危険性が高まっています。 

このため、危険区域を把握するとともに、市民への危険区域の周知や土砂災害を回避するため

の安全な土地利用の誘導、避難体制の整備等の対策を講じる必要があります。 

本節では、土砂災害の未然防止及び被害軽減のための基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ がけ崩れ等対策 

１ がけ崩れ等のおそれのある箇所の調査把握 

市は、がけ崩れ、土石流等により人家に被害を及ぼすおそれのある箇所や今後、新規の住宅

立地等が見込まれる区域において、被害を及ぼすおそれのある箇所を県と連携しながら、調査・

把握するとともに、関係する土地所有者等に対し、その安全対策について指導・助言を行いま

す。 

２ 急傾斜地崩壊危険区域の対策 

急傾斜地の崩壊が助長又は誘発されるおそれがあり、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律及び関連基準に該当する場合は、市は、｢急傾斜地崩壊危険区域｣の指定、急傾斜地崩

壊防止工事の実施、区域内の行為制限等について、県に要望するとともに、区域内のがけ崩れ

等を未然に防ぐための協力を要請します。 

表 急傾斜地崩壊危険区域の指定基準 

項目 概要 

指定基準 

○傾斜度が 30度以上、かつ高さが５ｍ以上のがけ 

○がけ崩れにより、危害が生じるおそれがある住家が５戸以上あるもの、又は５戸

未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれがある区域 

 

第５節 がけ崩れ対策等 

第３ 防災知識の普及徹底 

第２ 警戒避難体制の整備 

第１ がけ崩れ等対策 

第４ 要配慮者利用施設における避難対策等 
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表 急傾斜地崩壊対策事業の概要（県の事業） 

事業名称 対象の概要 内容 

急傾斜地 
崩壊対策事業 

○高さ５ｍを超える自然がけ 

○崩壊により被害を受ける住家が５戸以上密集して 
いる区域 

神奈川県が防災工事
を実施 

 

３ がけ地対策事業の推進 

市は、既成宅地におけるがけ崩れや土砂の流出等による災害の発生を防止するため、①災害

発生のおそれがある箇所に擁壁や排水施設の設置や改造等の防災工事をする方、②がけ崩れを

誘発するおそれのある樹木の伐採等の工事をする方に対し、「既成宅地等防災工事資金助成制

度」について周知するとともに、活用を働きかけ、防災工事の促進を図ります。 

 

表 既成宅地等防災工事資金助成制度の概要 

 内  容 

工事の種類 工事の内容 補助金の限度額 

 

防災工事 
落石防止網工（ネット）、コンクリー

ト張り工等、がけの崩壊防止工事 
工事費の１／２で、500万円が限度 

伐採工事 伐採・枝払い等 工事費の１／２で、100万円が限度 

助成対象の場所 

宅地造成工事規制区域、急傾斜地崩壊危険区域及びこれらと同程度の区域

内で、高さがおおむね２ｍ以上、勾配 30°以上の斜面の崩壊等により、人

家等に被害が生ずるおそれのある箇所。 

防災工事対象建物 予想される被災の人家が新築・建替してから 10年を経過していること。 

伐採工事対象建物 
予想される被災の人家が新築・建替してから５年を経過していること。 

（対象樹木は直径 15㎝以上）※竹は対象外 

その他 

・被害が予想される場所が道路（通行人）の場合は、建物の築年数に関係

なく助成の対象となる。 

・人家を新築・建替する目的の工事は助成の対象から除外する。 

・公共団体や公共企業体、宅地造成を業とする者等は、助成の対象から除

外する。 
 

４ 保安林内の防災対策 

国又は県が指定した保安林から周辺住宅への土砂の流出、崩壊等による災害が予測される場

合は、市は、その防止のために県が行う保安林治山事業に協力します。 

 

第２ 警戒避難体制の整備 

１ 警戒避難体制の整備 

土砂災害は、命の危険を脅かすことが多い災害であることから、避難指示等の発令により、

できるだけ早く立退き避難を行うことが必要です。 
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このため、市は、大きな揺れがあった場合等は、土砂災害の生じるおそれのある区域内や周

辺住民に対して、躊躇することなく避難指示等を発令するなど、警戒避難体制の確立を図りま

す。 

２ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まり、より厳重な警戒が必要な

場合に、市町村の防災活動や市民等の避難行動を支援するために、県と横浜地方気象台が共同

で発表する防災情報です。 

気象庁は、地震の揺れの大きかった地域については、地震による地盤の緩みを考慮し、土砂

災害を対象とする大雨警報・注意報や土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用しており、

市は、上記に留意し、市域に土砂災害警戒情報が発表された場合に備え、警戒避難体制、パト

ロール体制、地域住民及び関係機関への情報伝達体制等の整備を図ります。 

３ 避難措置 

地震や余震に伴う土砂災害が発生するおそれがある場合、又は急傾斜地が崩壊し、その被害

を拡大して人命に危険を及ぼすと予想される場合は、必要に応じて避難情報を発令し、被害の

未然防止を図ります。 

(1) 市長が発令する避難情報 

ア 高齢者等避難（警戒レベル３） 

土砂災害が発生するおそれがある場合や高齢者等が危険な場所から避難すべき状況に

ある場合に発令 

イ 避難指示（警戒レベル４） 

急傾斜地等が崩壊し、その被害が拡大し人命に危険を及ぼすと予想される場合等に発

令 

ウ 緊急安全確保（警戒レベル５） 

既に安全な避難ができず、命が危険な状況を示すもので、発令される前に避難を完了

しておく必要があります。警戒レベル５は、必ず発令される情報ではありません。 

４ 避難情報の市民への伝達 

市は、避難情報の伝達にあたり、防災行政用無線、鎌倉市防災・安全情報メール等により、

迅速かつ適切に市民に伝達し、周知されるよう体制の整備に努めます。 

なお、情報伝達にあたっては、要配慮者に十分配慮します。 

また、異常発生時には、市民自ら的確な行動がとれる体制づくりを支援します。 

 

第３ 防災知識の普及徹底 

市は、土砂災害ハザードマップ等の配布や広報紙での掲載等によるハザードリスクの周知や市

民への土砂災害に関する知識の普及啓発を推進します。 

特に、危険区域の市民に対しては、土砂災害の予防及び応急対策に関する知識の普及啓発に努

めます。 

また、土砂災害の前兆現象や災害時にとるべき行動について普及啓発に努めます。 
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第４ 要配慮者利用施設における避難対策等 

１ 防災体制の確立 

市は、要配慮者利用施設を土砂災害から守るために、施設の所有者又は管理者に対して、危

険箇所及び危険区域、避難場所、警戒避難基準等の情報を提供し、地震発生時の防災体制の確

立について指導・助言を行います。 

２ 避難確保計画の作成支援等 

「土砂災害防止法」の改正により、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管

理者は、土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作

成及び市長への提出、計画に基づく訓練の実施が義務となったことを受け、市は次のとおり実

施します。 

(1) 市は、土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定められた要

配慮者利用施設の所有者又は管理者が、避難確保計画を策定する場合は、県と連携して積

極的に支援を行います。 

また、上記避難確保計画の作成・変更に伴い、施設管理者等から避難確保に関する計画

の報告があったときは、内容を確認し、必要に応じて助言等を行います。 

(2) 市は、上記避難確保計画に基づいて実施される避難訓練の実施状況等について、定期的

に確認するよう努めます。 
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第６節 液状化対策 

 

【施策の方向】 

地震による被害は、地盤の特性に大きく影響され、河川の流域や埋立地、沿岸部等の主に砂質

地盤がある地域においては、液状化の発生が懸念されます。 

市では、大規模な構造物は地下深く、固い支持層まで杭を打つなど、液状化対策を指導してき

ましたが、戸建ての住宅等には対策工法の普及はまだまだ進んでいません。 

本節では、こうした実情を踏まえ、液状化予防に係る基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 液状化に関する知識の広報・周知 

市内における液状化の発生のおそれのある地域は、柏尾川や滑川等の河川の流域沿いに分布し

ています。 

また、(財)神奈川都市整備技術センターでは、県内の公共事業で行われた地質調査結果を電子

的に一元管理し、その情報を更新するとともに公開しています。 

市は、県が平成27年（2015年）３月に公表した地震被害想定調査結果をもとに作成した「液状

化危険度マップ」や「揺れやすさマップ」等を活用し、液状化の危険度等についての広報・周知

や情報提供を行います。 

 

第２ 液状化予防対策 

市は、地震において液状化現象の発生が予想される地域に立地する公共施設について、適切な

液状化対策を講じることにより被害の軽減に努めるとともに、その他の一般建築物については、

液状化対策工法等の市民への広報・周知を図ります。 

 

第６節 液状化対策 第１ 液状化に関する知識の広報・周知 

第２ 液状化予防対策 
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第７節 津波に強いまちづくり 

 

【施策の方向】 

本市は、相模湾の比較的浅い海底下を震源とする地震が発生した場合、極めて短時間に津波の

来襲が予測されており、計画的に津波防災対策を推進する必要があります。 

津波対策を検討するにあたっては、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をも

たらす「最大クラスの津波」（Ｌ２津波）と、津波高は低いものの大きな被害をもたらす「比較

的発生頻度の高い津波」（Ｌ１津波）の２つのレベルを考慮する必要があります。 

また、「津波対策推進法」及び「津波防災地域づくり法」に基づき、津波に関する防災教育及

び訓練の実施、避難場所、避難経路、津波避難施設の指定等の津波避難対策を実施する必要があ

ります。 

本節では、大規模地震に伴い発生する津波から本市の地域と市民の生命、身体及び財産を守る

ために、津波に強いまちづくりに向けた基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 津波に強いまちの形成 

１ 津波避難を考慮したまちづくり 

市は、津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による高台への避難を原則とし

つつ、地域の実情を踏まえ、避難場所、避難路の確保等、できるだけ短時間で避難が可能とな

るようなまちづくりを目指します。 

なお、地理的条件や土地利用状況等により、このような対応が困難な地域については、津波

到達時間等を考慮して、民間施設の活用や避難施設の新設による避難場所の確保等に努めます。 

２ 津波防災の観点からのまちづくり 

市は、地域防災計画、都市計画、交通計画等の計画相互の有機的な連携を図るため、日常の

計画行政から関係部局による共同の取組を進め、津波防災の観点を取り入れたまちづくりを推

進します。 

 

第７節 津波に強いまちづくり 

第２ 津波避難路、津波避難施設の確保 

第３ 伝達監視体制の確保 

第４ 避難対策 

第５ 防災施設の確保 

第６ 津波防災知識の普及、津波避難訓練 

第１ 津波に強いまちの形成 
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３ 公共施設、要配慮者利用施設等の津波対策 

市は、公共施設、要配慮者利用施設を新設する場合は、できるだけ津波浸水の危険性の低い

場所に立地するよう誘導するものとします。浸水のおそれのある場所に立地している場合には、

建築物の耐浪化、非常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄等、

施設の防災拠点化を図るとともに、避難等のソフト対策と一緒に防災への重点的な取組を行っ

ていきます。 

４ 津波災害特別警戒区域や津波災害警戒区域の指定 

県知事は、津波による危険の著しい区域について、人的災害を防止するため、津波災害特別

警戒区域、津波災害警戒区域の指定について検討します。 

市は、市域において津波災害警戒区域等の指定のあったときは、当該区域ごとにおける避難

体制の整備や津波に関する情報を市民に周知するための印刷物を配布するなど、必要な措置を

講じます。 

 

第２ 津波避難路、津波避難施設の確保 

１ 津波避難路の確保 

市は、安全な避難を支援するため、幅員・避難経路の連続性等を考慮した津波避難路の整備

や狭あい道路等の解消に努めます。 

２ 津波避難建築物の確保 

市は、津波が発生した際の一時避難のため、津波浸水想定区域内（特に津波避難困難地域）

の公共施設や民間ビルの協力を得て、津波避難建築物の指定を推進します。 

また、区域内に新たに公共施設の新築や建替えをするにあたっては、津波避難建築物として

活用できるよう検討します。 

３ 避難空地の確保 

市は、津波の発生が予想され、緊急的な避難を必要とした際の一次的な避難施設として、避

難空地の追加指定を進めます。 

 

第３ 伝達監視体制の確保 

市は、市民をはじめ、来街者（観光客）、海浜利用者が迅速に避難できるよう、防災行政用無

線、鎌倉市防災・安全情報メール等伝達手段の充実や津波警報等伝達体制及び津波監視体制の強

化を図ります。 

また、避難情報を迅速に収集できるよう、関係機関に対してＧＰＳ波浪計の設置を要請します。 
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表 津波避難指示等の市民への伝達手段 

 

 

 

 

 

 

第４ 避難対策 

１ 津波避難対象区域の設定 

市は、「津波ハザードマップ」を作成するとともに、県で公表されている複数の津波浸水想

定区域図をもとに、津波避難対象区域を設定しています。 

２ 避難体制の整備 

(1) 津波避難計画の周知 

市は、津波避難計画（全市版及び地域別実施計画）に基づき、地域の安全な避難体制を

整えるとともに、市民への周知を図ります。 

なお、津波避難計画の見直し等にあたっては、避難行動要支援者等、避難について特に

配慮を要する方の津波からの避難について留意するほか、夜間の避難行動を考慮した計画

づくりに努めます。 

(2) 避難指示の発令基準の作成 

市は、「避難情報に関するガイドライン」（令和３年（2021年）５月内閣府公表）を参

考に、避難指示の発令の判断基準や具体的な考え方等を定めます。 

３ 徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するお

それがあることから、津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とします。 

市は、防災訓練や防災講話等において、徒歩避難の原則の周知に努めます。 

ただし、要配慮者利用施設の避難においては、車両の利用も検討していきます。 

４ 屋外での津波に関する情報の充実  

市は、津波避難誘導標識（ピクトグラム、外国語表記）や津波注意看板、海抜表示板の設置

拡充に努めるとともに、津波フラッグの周知を図ります。 

５ 避難誘導における職員等の安全確保対策 

(1) 市民、自主防災組織等は、自身の身の安全を確保した上で、上記の行動ルールを踏まえ

つつ、地域の避難行動要支援者を適切に避難誘導します。 

(2) 市職員、消防職員、消防団員等は、市民へ情報を伝達する際には、津波到達予想時刻を

勘案して迅速に活動方針を決定し、自らの身の安全確保に留意します。 

また、情報伝達活動に従事する者は、あらかじめ高台等の避難場所を確認しておきます。 

 

・防災行政用無線         ・鎌倉市防災・安全情報メールサービス 

・サイレン            ・ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川） 

・ラジオ（鎌倉エフエム放送）   ・市ホームページ 

・緊急速報メール（エリアメール） ・津波フラッグ 等 
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６ 浸水範囲及び浸水深の周知 

市は、津波ハザードマップや防災講話等により、予測される津波浸水範囲や浸水深等を市民

に周知します。 

７ 社会福祉施設、介護保険施設等における防災計画等の策定 

津波による浸水が想定される土地に立地している社会福祉施設や介護保険施設等においては、

津波の発生時においても、円滑かつ迅速な避難が必要であることから、津波発生時の避難対応

も含めた防災計画等を策定するよう努めます。 

 

第５ 防災施設の確保 

１ 護岸等の点検・整備 

施設管理者は、沿岸域の護岸等について、建設年次の古い施設を対象に老朽度、天端高の点

検及び耐震性診断を進めます。また、堤体の安全性、津波への有効性について問題がある施設

については改修、補修、補強等の措置を計画的に実施します。 

２ 河川護岸等の点検・整備 

市は、建設年度の古い河川護岸等の点検を実施し、改修、補強、かさあげ等、必要な対策を

計画的に実施します。 

また、水門や河口ぜきの設置等について、国・県と協力して検討していきます。 

◆ 資料３－４：津波来襲時の緊急避難建築物・空地等一覧表 

 

第６ 津波防災知識の普及、津波避難訓練 

１ 津波防災意識の啓発 

(1) 市は、「地震の次は津波、警報を待たずに避難する」「避難すれば助かる」の認識が沿

岸地域に限らず、全市民及び来訪者の津波に対する共通意識として定着するよう、次に示

す「津波に対する心得」を基本とし、あらゆる機会を通じて啓発に努め、その周知徹底を

図ります。 

(2) 津波防災に関する普及啓発 

市は、津波情報が発せられた場合に、市民が的確な避難行動ができるよう、津波警報等、

避難指示、津波浸水想定の数値等の意味や内容、徒歩避難の原則、防災に関する様々な動

向や各種データ等について、各種媒体を活用し、市民等にわかりやすく継続的に周知しま

す。特に「津波防災の日」（11月５日）においては、積極的に広報を実施します。 
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表 津波に対する心得 

【一般編】 

①過去の津波経験にとらわれず、強い地震（震度４程度以上）若しくは長時間のゆっくり

した揺れを感じたら、すぐに海浜から離れ、付近の高台等に避難する。 

②海水浴場、沿岸施設等で「津波フラッグ」が掲示された場合は、すぐに避難を開始する。 

③避難にあたっては、徒歩によることを原則とする。 

④正しい情報をラジオ、テレビ等を通じて入手する。 

⑤地震を感じなくても、津波警報が発表された場合は、沿岸の危険な区域にいる人は、す

ぐに避難する。また、周辺に気づかない人がいた場合は、呼びかけを行う。 

⑥津波注意報でも、海水浴や磯釣りは、危険なので行わない。 

⑦津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除されるまで気をゆるめない。 

⑧津波は第一波よりも第二波以降の方が大きくなる可能性がある。 

【船舶編】 

①強い地震を感じたときは、すぐに港外の水深の深い、広い海域へ退避する。 

②正しい情報をラジオ、テレビ、無線等を通じて入手する。 

③地震を感じなくても、津波警報、注意報が発表されたときは、すぐに港外へ退避する。 

④港外へ退避できない小型船舶は、係留綱の補強措置や陸上への引き上げと固縛により流

出を防ぐ。 

⑤津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除されるまで気をゆるめない。 

出典：「津波対策関係省庁連絡会議」申し合わせ（平成11年（1999年）７月12日）に加筆  

２ 防災教育の実施 

(1) 学校等における防災教育 

各学校は、住んでいる地域の特徴や過去の災害の教訓等について継続的な防災教育を実

施し、児童・生徒が自主的に行動ができるように努めます。 

また、外出先等で津波被害に遭う可能性もあることから、津波被害の可能性が低い地域

においても、津波に関する防災教育を推進します。 

(2) 危機意識の共有等 

市は、津波発生時に、市民が刻々と変わる状況に臨機応変の避難行動を取ることができ

るよう、防災教育等を通じ、あらゆる関係主体等による危機意識の共有に努めます。 

３ 海抜表示板等による周知 

市は、公共施設等への海抜表示板の設置や津波一時避難施設への表示板の貼付、津波一時避

難施設までの経路上における津波誘導表示等、市民が日常生活の中で、常に津波災害の危険性

を認知し、円滑な避難ができるよう取組を推進します。 

また、過去の津波被害の理解を深めるために、浸水標識等の設置を検討します。 

４ 津波知識の広報 

市は、広報紙、パンフレット等の広報媒体を活用するとともに、防災訓練、防災講話等のあ

らゆる機会をとらえて、津波に関する正しい知識の啓発、対策の周知等を積極的に広報します。 
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５ 津波避難訓練の実施 

市は、県、警察、海上保安庁、自衛隊や民間の救援組織、地域住民、事業所等と一体となっ

て、沿岸地域を重点に津波警報等受伝達訓練、津波監視訓練、避難・退避誘導訓練等の実践訓

練を定期的に実施します。その際には、要配慮者等の避難に配慮した訓練の実施に努めます。 

また、訓練の実施にあたっては、最大クラスの津波やその到達時間を踏まえた具体的かつ実

践的な訓練を行うよう努めます。 
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第８節 ライフラインの安全対策 

 

【施策の方向】 

上・下水道、電気、ガス等のライフラインは、市民生活に欠かすことのできない施設であり、

また、ライフラインの被災は、市民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支障を与えるとと

もに、避難生活の環境悪化等をもたらします。 

本節では、震災時にもライフラインの機能が確保できるよう、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 上水道 

本市の上水道は、県企業庁が給水しています。県企業庁は、主要水道施設の耐震化や水道管路

の耐震化を進めており、市は県企業庁と連携し、設備の適切な維持管理を図ります。 

県企業庁は、管路について、送水管や配水管の老朽化や重要性に基づき、耐震性の向上を図る

ため、耐震継手管布設の導入等の整備を進めており、今後も施設の安全性の向上に努めることと

しています。 

更に、市は、断水時の飲料水や生活用水を確保するため、個人所有等の井戸水の活用を図りま

す。 

 

第２ 下水道 

市は、汚水管きょの耐震化対策として、避難所等の排水を受ける管きょや緊急輸送道路等の重

要度が高い道路に埋設されている管きょのほか、老朽化が進んだ管きょについて、優先順位をつ

けながら更新を行うなど、計画的に耐震機能の向上に努めており、今後も下水道施設の耐震化や

下水道幹線を主体とした再整備事業を推進します。 

また、下水道施設の災害に対する安全性を確保するため、浄化センター（下水道終末処理場）

のバックアップ体制の整備を進めます。 

更に、停電時に備え、浄化センター及びポンプ場の非常用自家発電設備の適正な維持管理や、

処理施設の処理能力を最小限維持するため、再生可能エネルギーを活用した非常用発電装置等の

設置について検討します。 

 

第８節 ライフラインの安全対策 第１ 上水道 

第２ 下水道 

第３ 電気 

第４ ガス 

第５ 電話 
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第３ 電気 

東京電力パワーグリッド(株)は、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

ットワーク化を進めており、今後も液状化等にも配慮した耐震化を推進するとともに、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。 

 

第４ ガス 

１ 都市ガス 

東京ガスネットワーク（株）は、ガス施設の機能確保のため、系統の多重化、拠点の分散等

に努めるとともに、臨時供給のための移動式ガス発生設備等の整備に努めます。 

また、ガスを安定的かつ適切に供給するため、一般家庭等において、感震遮断機能を有する

ガスメーター（マイコンメーター）や緊急遮断装置の設置を推進します。 

地震が発生した際の供給停止区域を最小限に抑えるため、低圧導管網を複数のブロックに分

け、被害が大きい地域との切り離しが可能となっています。 

特に液状化や津波被害が想定される地域については、ブロックを細分化し、被害が広範囲に

及ぶことを防止しています。（津波ブロック） 

２ ＬＰガス 

ＬＰガス事業者は、容器の転倒防止策を講ずるとともに、耐震遮断装置及びガス漏れ警報器

の設置に努めます。 

 

第５ 電話 

電気通信事業者は、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

器類の配備等を行います。 

携帯電話事業者は、停電時の停波を防止するため、基地局に設置されているバッテリーの増設

や発電機の拡充、伝送路の複数経路化等に努めます。 

また、輻輳（ふくそう）対策として、東日本電信電話(株)は、「災害用伝言ダイヤル（171）」

を、携帯電話事業者は「災害用伝言板」をそれぞれ運用しており、事業者及び市等は、その活用

について周知します。 
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第９節 危険物施設等の安全対策 

 

【施策の方向】 

市内にはガソリンスタンドに代表される危険物施設が混在立地しており、また、工場や各種研

究機関には、高圧ガスや都市ガス、毒物・劇物等の危険物施設等が存在します。 

危険物施設等は、貯蔵又は取り扱う物質の性質上、災害が発生した場合、周囲に及ぼす影響が

非常に大きく、多大な被害を生ずる可能性があります。 

本節では、危険物施設等の安全確保対策に係る基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

第１ 事業者に対する指導 

１ 保安体制に対する指導 

(1) 市及び消防本部は、危険物施設等の事業者に対し、施設・設備の耐震化を促進するとと

もに、保安体制の充実、防災訓練の実施等、必要な対策を講じるよう指導します。 

(2) 消防本部は、危険物施設等に対し予防査察を行い、危険物の製造、貯蔵又は取扱いにつ

いて指導及び査察を実施し、危険物施設の位置、構造及び設備の基準維持並びに不備欠陥

事項のある対象物の改修・改善を促進します。 

２ 危険物の防災教育 

消防本部は、危険物施設等の事業者に対し、講習会を行うとともに、予防査察時を通じて従

業員等に対し、危険物に対する保安教育を徹底するよう指導します。 

 

第２ 事業所の措置 

各事業所は、危険物施設等からの火災、爆発等による被害の発生、拡大を防止するため、施設

等の耐震化、緊急保安体制の確立、防災訓練の実施、防災資機材の整備等、必要な措置を行いま

す。 

 

表 関係法令 

区 分 関係法令 

危 険 物 消防法 

高圧ガス 
高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律 

都市ガス ガス事業法 

火 薬 類 火薬類取締法 

毒・劇物 毒物及び劇物取締法 

第９節 危険物施設等の安全 

対策 

第１ 事業者に対する指導 

第２ 事業所の措置 
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第10節 建築物等の安全確保対策 

 

【施策の方向】 

本市は、大規模地震対策特別措置法第３条第１項による地震防災対策強化地域に指定されてい

ませんが、近接地域であるため、建築物の耐震化を促進し、地震災害による被害の拡大を事前に

防止する必要があります。 

本節では、建築物に対する耐震診断・耐震改修工事、落下物対策等地震に対する安全性向上の

ための基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 耐震化に向けた普及・啓発 

市は、昭和56年（1981年）５月31日以前の建築基準法の耐震基準（旧耐震基準）の住宅や多数

の者が利用する建築物の所有者等に対して、地震に対する建築物の安全性を確保することの重要

性を認識してもらうなど、耐震化に対する意識の向上を図るため、意識啓発や知識の普及を行い

ます。 

 

第２ 既存建築物の耐震化 

市は、「鎌倉市耐震改修促進計画」（令和４年（2022年）３月改定）に基づき、地震防災上重

要となる建築物の耐震化を図るとともに、住宅や多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進し

ます。 

１ 公共建築物の耐震化 

(1) 市は、公共建築物の耐震化を進めるとともに、地震発生時における安全性の向上を図る

ため、老朽化した公共建築物の外壁タイル等の大規模修繕を進めます。 

(2) 特に、被災後、復旧活動の拠点となる建築物の耐震性の向上を積極的に促進します。 

２ 住宅の耐震化 

(1) 市は、住宅の耐震化を図るため、「鎌倉市耐震改修促進計画」（令和４年（2022年）３

月改定）に基づき、住宅の所有者等に対する耐震診断、耐震改修工事の指導・助言や普及・

啓発を行います。 

(2) 市は、「窓口耐震相談」や「木造住宅耐震改修工事費等補助事業」等の支援策の周知及

  び活用促進により、旧耐震基準で建築された住宅の耐震化を積極的に促進します。 

３ 多数の者が利用する建築物の耐震化 

第 10節 建築物等の安全確保 

対策 

第３ その他の地震時における建築物等の 

安全対策 

第２ 既存建築物の耐震化 

第１ 耐震化に向けた普及・啓発 
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多数の者が利用する建築物について、耐震診断、耐震改修が必要とされた建築物については、

早急に耐震改修や建替えができるよう、市は、国や県と連携して必要な環境整備を進めます。 

４ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

地震により、緊急輸送道路等の防災上重要な道路に接する建築物の倒壊等で通行障害が起こ

らないように、緊急輸送道路沿道の建築物について耐震化を促進することが重要です。 

このため、市は、耐震診断義務路線及び耐震診断努力路線を指定し、緊急輸送道路沿道の一

定の高さ以上の旧耐震基準の建築物について、耐震化を促進します。 

 

第３ その他の地震時における建築物等の安全対策 

市は、建築物の耐震化促進のほかに、地震発生時における安全性の向上を図るため、次の取

組を進めます。 

１ ブロック塀、石塀等の安全対策 

(1) ブロック塀等を新設又は改修しようとする設置者に、建築基準法施行令第62条の８に定

める技術基準の遵守を指導します。 

(2) 通学路や避難路等に面した危険なブロック塀等については、「危険ブロック塀等対策事

業補助制度」を活用し、撤去の促進を奨励し、倒壊による被害の防止を図ります。 

２ 窓ガラス、外壁等の落下防止対策 

市は、窓ガラス、外壁、看板等の落下の危険性のある建築物の所有者等に対して適正な維持

管理の啓発を行います。 

３ エレベーターにおける閉じ込め防止対策 

エレベーターにおける閉じ込め防止等を図るため、市は、公共施設に設置しているエレベー

ターの閉じ込め防止装置（機能）の設置を促進します。 

また、民間事業者等に対するエレベーターの閉じ込め防止対策の必要性について、普及啓発

を図ります。 

４ 建築物の防災対策 

(1) 市は、中小雑居ビル対策として、当該建築物の所有者、消防本部等の協力を得て必要な

防火避難施設の改善を指導します。 

(2) 市は、「建築物防災週間」において対象建築物等の立入調査を行い、施設の改善指導を

実施します。 
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第11節 住宅・住環境対策 

 

【施策の方向】 

想定される地震被害を最小限度にとどめ、発生後いち早く都市機能の復活を果たすためには、

住宅の耐震化に加えて、都市としての住環境の改善が必要です。 

本節では、地震に強い住環境の創出をめざし、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

第１ 既存住宅地等の住宅・住環境の改善 

市は、古い木造住宅等が密集している地域や道路、公園等の都市基盤未整備の地区、老朽化し

たマンション等について、地震等の災害に対処するため、住宅環境の改善を促進するとともに、

住宅等の改善補強・建替えの推進方策を検討します。 

 

第２ 前面道路等の拡幅・改善 

建築物が立ち並んでいる幅員４ｍ未満の狭あい道路は、避難又は通行の安全に支障をもたらす

ため、市は、道路の拡幅に向け、改善指導を行います。 

 

第３ 家具の転倒防止対策 

市は、屋内での被害を最小限にとどめるため、家具固定等の転倒防止対策の普及を図ります。 

 

第 11節 住宅・住環境対策 第１ 既存住宅地等の住宅・住環境の改善 

第２ 前面道路等の拡幅・改善 

第３ 家具の転倒防止対策 
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◆『災害時応急活動事前対策の充実』の構成 

 

大規模地震が発生した場合、発災直後の応急対策活動を適切に実施することが、二次災害等に

よる被害の拡大を防止又は軽減するための鍵といえます。 

『災害時応急活動事前対策の充実』では、地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっ

た場合、あるいは地震災害が発生した場合に、市民及び関係機関が速やかに応急対策活動を講じ

られるよう、平常時に実施すべき事前対策について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフラインの応急復旧対策 第 25節 

ごみ収集・処理対策 第 26節 

災害時情報収集・提供体制の拡充 第 12節 

災害対策本部組織体制等の拡充 第 13節 

救助・救急、消火活動体制の充実 第 14節 

食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 第 20節 

警備・救助対策 第 15節 

建築物等対策（危険度判定、応急修理） 第 24節 

第 19節 孤立化地域への対策 

第 22節 文教対策 

第 23節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

第 18節 要配慮者等対策 

 

医療・救護・防疫対策 第 21節 

避難対策 

第16節 
災
害
時
応
急
活
動
事
前
対
策
の
充
実 

広域受援体制の拡充 第 27節 

災害救援ボランティア活動体制等の充実強化 第 28節 

帰宅困難者対策 第 17節 

第 16節 
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第12節 災害時情報収集・提供体制の拡充 

 

【施策の方向】 

震災時には、気象、地震情報、避難情報等、様々な情報を的確に収集・把握し、処理・判断す

るとともに、市民及び関係機関に対して迅速・的確に伝達し、初動体制の確立を図る必要があり

ます。 

本節では、迅速・的確な情報の収集・伝達体制の確立に向けた基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害情報等の収集・受伝達体制の充実 

１ 通信手段の整備充実 

(1) 市は、災害時の情報提供及び情報伝達体制の強化を図るため、防災行政用無線の完全デ

ジタル化、衛星携帯電話の更新、インターネット、衛星通信等、通信手段の整備充実を図

ります。 

(2) 市は、災害情報収集や被災状況の調査においてドローンの活用を推進するとともに、防

災・減災において、ＡＩやデジタル技術の活用を検討します。 

(3) 市は、市役所本庁舎等における太陽光発電等の再生可能エネルギーを導入するなど、非

常時の電源確保に努めるとともに、非常通信回線の確保を図ります。 

２ 通信施設の効果的な運用 

(1) 市は、災害発生時に初期体制の強化を図るため、県防災行政通信網の運用及びＭＣＡ無

線の運用等、各種通信手段の効果的な運用を図ります。また、他の関係機関等の通信施設

の活用を図ります。 

(2) 市は、市民等への確実な情報伝達のため、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）の

着実な運用に努めます。 

３ システムの適切な管理及び操作の習熟 

市は、災害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。 

第 12節 災害時情報収集・ 

提供体制の拡充 

第１ 災害情報等の収集・受伝達体制の充実 

第２ 被災者支援 

第４ アマチュア無線団体との連携 

第３ 報道機関の活用 
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４ 災害情報受伝達体制の充実 

市は、地震、津波、その他の災害時における迅速かつ的確な応急対策活動を行うため、防災

行政用無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、鎌倉市防災・安全情報メール、緊急

速報メール（エリアメール）、ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川）、ラジオ（鎌

倉エフエム放送を含む）、携帯電話等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るよう努めます。 

また、庁内各課の他システムとの連携等により、さらなる高度な活用や新たな伝達手段の導

入を検討します。 

 

第２ 被災者支援 

１ 被災者への的確な情報提供 

(1) 市は、被災者を支援するため、あらかじめ災害発生後の時間経過に応じた情報の収集、

提供を行う体制の整備に努めます。 

なお、被災者の支援情報は、防災行政用無線等の伝達手段によるほか、報道機関の協力

を得て的確に提供するよう努めます。その際、要配慮者にも配慮した提供方法とするよう

努めます。 

(2) 市は、避難所において、インターネット等を利用できる環境づくりを推進します。 

２ 被災者支援に関する情報システムの構築 

(1) 市は、罹災証明書の交付、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被災者台帳システムの導入や体制の整備に

ついて検討します。 

(2) 市は、東日本電信電話(株)が運用する災害用伝言ダイヤル「171」等や携帯電話事業者等の

電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めます。 

(3) 市は、鎌倉市以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報を周知できるよう、被

災者の所在地等の情報を鎌倉市と避難先の地方公共団体が共有する仕組みの構築を図ると

ともに、災害や生活情報を伝達できるよう、体制の整備に努めます。 

 

第３ 報道機関の活用 

市は、放送事業者との「災害時緊急放送の協力に関する協定書」に基づき、災害時には特別放

送に切り替えるよう依頼し、市民等に対して必要な情報を迅速に提供します。 

また、報道機関との連携により、災害時における広報の充実を図るとともに、災害報道のため、

報道機関から依頼を受けた場合は、これに協力します。 

 

第４ アマチュア無線団体との連携 

市は、鎌倉市アマチュア無線非常通信協議会と連携して、災害時の情報受伝達に関する協力体

制を確保します。 
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第13節 災害対策本部組織体制等の拡充 

 

【施策の方向】 

災害対策本部は、災害応急対策上重要な指示又は総合調整を行う市組織全体の統制機関であり、

刻々変化する被災状況や被災者のニーズに即応できる災害対策本部体制の確立・強化が求められ

ます。 

本節では震災時における迅速・的確な災害対策本部活動を実施するための体制整備等について、

基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 組織体制の充実等 

(1) 市は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応できるよう、災害対策本

部等防災組織体制の充実を図るものとし、職員の参集基準の明確化、連絡手段の確保、参

集手段の確保、参集途上での情報収集伝達手段の確保等、適切な職員の配備体制を整えま

す。 

また、専門的知見を有する職員の確保及び育成に努めます。 

(2) 市は、県や関係機関等と連携し、様々な場面を想定した災害対策本部の運営訓練、市職

員の緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時に臨機応変な対応がとれるよう努めます。 

(3) 市は、鎌倉市災害対策本部条例、鎌倉市災害対策本部条例施行規則、鎌倉市職員の初動

時非常配備要綱の職員への周知徹底を図るとともに、定期的に訓練を行い、参集時の行動、

活動内容・手順等の習熟の徹底を図ります。 

 

第２ 災害対策本部の代替機能の整備等 

市は、市役所本庁舎が被災した場合を想定し、非常時優先業務を実施するための代替施設の候

補地を検討します。代替施設としては、深沢行政センターを１次代替候補とします。深沢行政セ

ンターが被災等で利用できない場合、腰越行政センターを２次代替候補とします。 

また、災害対策本部は、第３分庁舎に設置しますが、被災等のため使用が不可能となった場合

は、消防本部庁舎内（大船）に設置します。 

 

 

第 13節 災害対策本部組織 

体制等の拡充 

第１ 組織体制の充実等 

第４ 防災拠点等の機能確保 

第３ 現地災害対策本部の体制整備 

第２ 災害対策本部の代替機能の整備等 

第５ 業務継続性の確保 
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表 市役所本庁舎被災時における代替施設候補 

 

第３ 現地災害対策本部の体制整備 

市は、災害発生地域において、災害応急対策を円滑に実施するため、必要に応じて現地災害対

策本部を設置するものとし、現地災害対策本部機能の充実、現地災害対策本部との連絡体制の強

化等を図ります。 

 

第４ 防災拠点等の機能確保 

市は、市役所本庁舎や消防本部庁舎等の防災拠点の施設、設備の充実及び災害に対する安全性

の確保に努めます。 

また、再生可能エネルギー設備等の分散型電源設備の導入や非常用電源の確保を図り、十分な

期間の充電が可能となるような燃料の備蓄等に努めます。 

更に、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄、調達、輸

送体制の整備等を図ります。 

 

第５ 業務継続性の確保 

市は、大規模地震発生時の体制確保のため、「地震災害時業務継続計画（第３次）」（令和４

年（2022年）３月）に基づき、市役所業務の継続性の確保を図ります。 

また、防災訓練や業務継続体制の点検を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

項 目 

施 設 

建 築 
津波 

浸水

想定 

電 力 

課題点 延床面積 

(㎡） 
Is値 

発電機

設 備

(KVA) 

簡易用 

発電機 

深沢行政センター 3093.09 0.96 ○ - 2KVA×1 液状化 

腰越行政センター 3233.14 ※0.75相当以上 × 100 - 津波 

大船行政センター 1723.42 0.79 ○ - - 液状化 

玉縄行政センター 2349.63 ※0.6相当以上 ○ - - 液状化 
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第14節 救助・救急、消火活動体制の充実 

 

【施策の方向】 

大規模地震の発生時には、火災の発生、延焼拡大を防止するとともに、迅速かつ的確に被災者

の救助活動、応急措置、救急運搬等が行えるよう、平常時から災害時の救急・救助、消防体制を

整えておく必要があります。 

本節では、震災時に救助・救急、消火活動等が迅速かつ的確に行われるための事前態勢につい

て、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 火災予防 

１ 自主防火管理体制の強化 

市及び消防本部は、防火管理者が選任されている防火対象物に対しては、防火管理者を中心

とした防火管理体制のもと、その業務が確実に実施されるよう十分な指導を実施します。 

また、防火管理者が選任されていない防火対象物に対しては、「消防法第８条、消防法施行

令第３条」に基づき、定期に実施する「防火管理者資格取得講習会」を積極的に受講するよう

指導し、防火管理の適正化を図ります。 

２ 火災予防運動等の実施 

(1) 春・秋の火災予防運動 

市及び消防本部は、春・秋の全国火災予防運動期間を中心に、市民に対し、防火・防災

意識の向上及び火災予防対策の実践を呼びかけます。 

また、地震発生時における防火、避難、救助等に関する事項についても啓発指導に努め

ます。 

(2) 危険物安全週間 

市及び消防本部は、危険物製造所等の予防査察及び改善措置等の指導を行うとともに、

防災訓練の実施、自主保安体制の確立、災害発生時の応急措置等について指導に努めます。 

また、市民に対しても危険物の正しい貯蔵、取扱等についての啓発に努めます。 

第 14節 救助・救急、消火活動 

体制の充実 

第４ 救助・救急体制の整備 

第３ 消防力の充実強化 

第２ 地震火災予防 

第１ 火災予防 

第５ 広域受援体制の強化 
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３ 火災予防思想の普及 

(1) 市民への防火指導等 

市及び消防本部は、市民生活を火災から守るため、防火防災知識の普及や消火技術の指

導、地震発生時における安全確保策等について市民への啓発に努めます。 

また、自主防災組織の育成・強化と活動の活性化を図ります。 

(2) 要配慮者の安全確保 

市及び消防本部は、一人暮らし高齢者等を対象とした訪問活動を定期的に実施し、平常

時から防火意識の向上に努めます。 

(3) 消防団の活動 

消防団は、消防団員による災害予防活動を通し、地域住民との密接な連携に努め、防火

意識の向上に努めます。 

４ 火災予防査察の実施 

消防本部は、特に、火災発生時において人命に危険があると認められる対象物や公共施設等

を対象に、定期的に火災予防査察や特別査察を行い、火災の未然防止に努めます。 

 

第２ 地震火災予防 

１ 地震火災対策の充実 

市は、市民による初期消火活動を支援するため、街頭消火器の設置拡充を図るとともに、感

震ブレーカーの設置奨励、広域避難場所の整備充実を推進します。 

２ 出火予防に関する知識の普及 

(1) 一般火気器具からの出火防止 

ア コンロ、ストーブ等からの出火防止 

市及び消防本部は、市民に対し、地震を感じたら身体の安全を図るとともに、揺れが

おさまったのち速やかに火を消すこと、対震自動消火装置の定期的な点検、火気周辺に

可燃物を置かないこと等を啓発します。 

イ 電気器具からの出火防止 

市及び消防本部は、市民に対し、地震を感じたら安全が確認できるまで電気器具のプ

ラグを抜き、特に避難等長期に自宅を離れる場合にはブレーカーを落とすこと等を啓発

します。 

３ ガス遮断装置の設置拡充 

東京ガスネットワーク(株)は、一般家庭におけるガス遮断装置の設置拡充を図ります。 

４ 化学薬品所有施設からの出火防止 

消防本部は、化学薬品を保管している事業所、教育機関、研究機関等に対し、地震により保

存容器の破損・倒壊等により化学薬品が漏えいし、被害が拡大しないよう、管理を適切かつ厳

重に行うよう指導します。 
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第３ 消防力の充実強化 

１ 消防庁舎の整備 

消防本部は、消防庁舎について、費用対効果を勘案しながら、消防力の重複地域を解消する

ため、管轄地域にバランスよく配置するよう適正な配置に努めるとともに、総合的な消防力の

向上及び消防体制の充実強化を図ります。 

２ 消防装備の整備 

消防本部は、消防用車両等の計画的な更新を図るとともに、消防ホ－ス及び消防機器等につ

いても、順次更新整備を図ります｡ 

３ 消防水利の整備 

市及び消防本部は、消火栓について、配水管の新設、改良等にあわせ整備を推進します。 

また、防火水槽については、開発行為等に伴う耐震性の防火水槽の設置等、民間活力を活か

しながら整備拡充に努めます｡ 

４ 消防通信指令施設 

消防本部は、指揮、命令、情報等連絡系統の充実を図り、消防活動の円滑化を促進するため、

消防通信施設の強化・整備を推進します。 

５ 消防団の機能強化 

災害が発生、又は発生するおそれがある場合に、常備消防隊等と一体となって活動する消防

団については、幹部、機関員、団員等に対して、それぞれ必要に応じた教育訓練を実施すると

ともに、表彰や消防活動に対する評価を通じて、活動の活性化を図ります。 

また、消防団の施設・設備、資機材の整備充実を図ります。 

 

第４ 救助・救急体制の整備 

１ 救助隊の整備 

消防本部は、大規模・特殊災害に対応するため、救助隊員に対し、教育訓練等により隊員の

資質向上を図るとともに、救助工作車及び高度な技術・資機材を有する救助隊の強化・整備に

努めます。 

２ 医療機関との連携体制の充実 

市は、大規模災害及び多数傷病者が発生する事故に備え、医療機関と連携した医師の現場派

遣体制を整備するとともに、災害時におけるＤМＡＴ等の災害医療チームとの連携強化に努め

ます。 

３ 救急救命体制の強化 

消防本部は、災害時のエレベーター停止による閉じ込めや上層階に取り残された方の救出・

救助が円滑に行えるよう、保守事業者との連絡体制や訓練の充実に努めます。 
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第５ 広域受援体制の強化  

消防本部は、県、警察、自衛隊、海上保安庁との協調、医療機関との連携等の強化を進めると

ともに、広域消防相互応援や緊急消防援助隊について円滑な要請・受入れ及び指揮が行えるよう

体制を整備します。 

また、市は、大規模地震が発生した際に、「鎌倉市災害時受援計画」に基づき、外部からの応

援を受け入れます。 

◆ 資料９－３：消防団配置一覧表
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第15節 警備・救助対策 

 

【施策の方向】 

大規模地震発生時には、多数の市民が生命又は身体に危害を受けたり、被災により地域社会が

混乱状態に陥ったりするおそれがあります。 

本節では、大規模地震による人心の安定と社会秩序の維持を図るために、事前の警備・救助体

制について基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害時の対応と任務 

県警察は、大規模地震等が発生した場合、早期に警備体制を確立し、県警察の総力を挙げて人

命の安全を第一とする各種の応急対策を迅速・的確に実施することにより、市民の生命、身体及

び財産の保護、混乱の早期収拾を図ります。 

また、被災地における治安維持を図るため、警備体制の整備、装備・資機材の充実等を推進し、

初動体制の強化に努めます。 

 

第２ 救出・救助用資機材の整備 

県警察は、大規模地震時における迅速・的確な人命救助を実施するため、情報収集用資機材、

救出・救助用資機材等、必要な装備資機材の整備を進めるとともに、警備部隊の非常用食料、飲

料水、燃料、電池、その他の災害警備用物資の備蓄及び調達体制の整備を図ります。 

 

第３ 応援部隊の受入体制の確立 

市は、応援部隊の受入れを支援します。県警察は、他都道府県警察からの広域緊急援助隊等の

部隊を迅速に受け入れる体制を確立します。 

第 15節 警備・救助対策 

第３ 応援部隊の受入体制の確立 

第２ 救出・救助用資機材の整備 

第１ 災害時の対応と任務 
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第16節 避難対策 

 

【施策の方向】 

地震発生後、火災延焼や家屋の倒壊等により避難者が発生した場合、市民等が安全に避難でき

るよう、あらかじめ避難所等の選定や避難誘導体制、避難所運営体制等を整備し、避難者の安全

確保に努める必要があります。 

特に、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の必要性が広く認識

されるようになり、令和３年（2021年）の災害対策基本法の改正では、避難行動要支援者ごとの

避難支援等を実施するための計画である個別計画の作成が市町村の努力義務とされました。 

本節では、こうした現状を踏まえ、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するために迅速・

的確な避難行動と被災者の受入れ、保護を実施するための事前対策について基本的な方針を定め

ます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 避難所等の確保及び整備 

災害時における避難所等について、災害対策基本法に基づき、指定緊急避難場所（市民等が災

害から命を守るために緊急的に避難する避難場所）と、指定避難所（避難した市民等が災害の危

険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞

在する避難所）を順次指定します。 

１ 指定避難所（ミニ防災拠点）の指定 

指定避難所（ミニ防災拠点）は、被災した市民等が一定期間滞在する場として、災害が発生

した場合における適切な避難所の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その

他の施設を指定しなければならないとされています。 

これまで市立小中学校等を避難所（ミニ防災拠点）として、災害情報受伝達の拠点、資機材・

食料・飲料水等の備蓄機能を備え、被災者が避難生活を送る施設として整備していることを踏

第１ 避難所等の確保及び整備 

第２ 避難計画の策定 

第 16節 避難対策 

第３ 避難所の運営 

第４ 市民への周知 

第５ 避難訓練の実施 

第６ 応急仮設住宅等の事前計画 

第７ ペット等の対策 

第８ 感染症対策 
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まえ、指定避難所（ミニ防災拠点）に指定します。 

２ 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所は、以下の異常な現象の種類ごとに、切迫した災害の危険から身を守るた

めの緊急的な避難先として、災害対策基本法施行令第20条の３に定める安全性等の一定の基準

を満たす施設又は場所を指定します。 

なお、指定緊急避難場所と指定避難所（ミニ防災拠点）は、相互に兼ねることができること

とします。 

(1) 地震 

耐震基準等を満たす施設を指定するとともに、市立小中学校の敷地全体を指定します。 

(2) 津波 

耐震基準等を満たすとともに、次のいずれかの基準に適合する施設を津波避難建築物及

び津波避難空地として指定します。 

ア 津波浸水想定区域外にあること。 

イ 津波浸水想定区域内であっても、想定水位以上の高さに避難スペースがあり、かつ当該

スペースまでの有効な避難経路があること。 

なお、令和４年（2022年）11月時点で指定されている津波避難建築物及び津波避難空

地は上記に関わらず指定を継続することとします。 

(3) 土砂災害 

地震によるがけ崩れ、土石流等の土砂災害の影響を受けない市立小中学校等の敷地全体

又はその一部、各行政センターの一部を指定します。 

(4) 大規模な火事 

地震による延焼火災のふく射熱や煙から市民の生命、身体及び財産を守るために一時的

に避難する場所を広域避難場所として指定します。広域避難場所の指定要件は、おおむね

１万㎡以上の空地又は１万㎡未満の場合耐火建物等ふく射熱を遮断する効果のあるもので

囲まれた安全な場所とします。 

※ 上記以外に、被害状況等により、行政センター等の公共施設等を避難場所として開設する

場合があります。 

３ その他の避難所等の確保 

(1) 補助避難所（予備避難所） 

指定避難所（ミニ防災拠点）の開設に続き、必要に応じて市の判断で開設される避難所

であり、国・県立及び私立の学校等を指定しています。 

(2) その他の避難所 

協定等に基づき、災害時の状況により開設する避難所です。 

ア 一時滞在施設（帰宅困難者用） 

災害時において、帰宅困難者を一時的に収容する施設です。 

イ 福祉避難所 

指定避難所（ミニ防災拠点）や補助避難所（予備避難所）において、共同生活が困難

な要配慮者のために開設する施設です。 
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(3) 津波一時避難施設 

津波を伴う地震が発生した場合、津波から一時的に避難するための施設であり、津波来

襲時の津波避難建築物や津波来襲時の緊急避難空地を指定します。 

４ 不足する場合の対応 

市は、避難所だけでは施設が量的に不足する場合には、ホテル等の活用も含め、可能な限り

多くの避難所の確保に努めます。特に、要配慮者に配慮した避難施設の確保に努めます。 

 

第２ 避難計画の策定 

１ 自主防災組織の避難計画策定支援 

市は、災害時に安全かつ迅速に避難誘導が行えるよう、自主防災組織等による避難計画の策

定について必要な助言や指導を行います。 

２ 要配慮者等の避難計画の策定 

市は、災害時における要配慮者への支援を適切かつ円滑に実施するため、避難行動要支援者

に対する具体的な避難方法等について定めた個別計画の策定に努めます。 

３ 社会福祉施設等における避難計画の策定 

社会福祉施設等の管理者等は、関係法令等に基づき、施設利用者の避難確保計画の作成や避

難訓練を実施し、市はその支援に努めます。 

また、市や消防団、地域社会とも連携し、避難時に地域の支援が得られるよう工夫に努めま

す。 

 

第３ 避難所の運営 

１ 避難所運営マニュアルの作成 

各地域（市立小中学校区）は、あらかじめ避難所運営委員会を編成するとともに、地域の実

情に応じた避難所運営マニュアルを作成し、市は、避難所運営マニュアルの作成にあたり、支

援・助言を行います。 

市は、避難所を開設した場合は、自治会・町内会代表者等地域住民の代表、施設管理者及び

市職員で構成する避難所運営委員会を各避難所に設置し、避難所運営委員会は、作成した避難

所運営マニュアルに基づき、避難所の円滑な運営を図ります。 

２ 避難所の生活環境の整備充実 

(1) 災害時の電源の多様化を図るため、自立分散型エネルギーシステムや太陽光等の再生可

能エネルギーの活用等を進めます。 

(2) 市は、被災者が安心して避難所で避難生活が送れるよう、避難所の生活環境の整備等、

必要な対策を行います。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対

処法に関する普及啓発に努めます。 

(3) 市は、避難所での生活環境を常に良好なものとするため、要配慮者への支援、避難者の

プライバシーの確保、多様性に配慮した支援等共生社会の視点に十分配慮します。 

(4) 市は、避難所等におけるあらゆる性暴力・ＤＶの発生を防止するため、トイレ・更衣室・



第１章 地震・津波災害予防計画 

第 16節 避難対策 

地震津波-38 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

入浴施設等の配置について配慮するとともに、警察等関係機関と連携して、避難所に避難

する全ての人々の安全に配慮するよう努めます。 

また、万一被害が発生した場合、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めます。 

(5) 市は、避難生活に必要な物資のほか、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必

要な物資等の備蓄に努めます。また、備蓄品の調達にあたっては、被災者の年齢、性別、

障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに配慮します。 

３ 避難所外避難者への対応 

市は、自主防災組織等の協力を得て、避難所に滞在する市民等だけでなく、在宅での避難生

活を余儀なくされる市民や自動車、ビニールハウス、テント等へ避難する被災者への支援も念

頭に置いた避難所の運営体制に努めます。 

また、市は、他の自治体に避難する被災者に対し、国や県、関係機関と連携し、必要な情報

や支援サービスの提供ができる体制の整備を図ります。 

 

第４ 市民への周知 

１ 避難場所等の周知 

(1) 市は、地域内の避難場所、避難経路、避難指示方法について、あらかじめ市民に周知す

るとともに、早期の自主避難の重要性について周知するよう努めます。 

(2) 市は、集合場所、避難所、広域避難場所、その他の避難所、津波一時避難施設といった

各避難場所の役割の違いについて、市民への周知徹底を図ります。 

２ 避難行動についての周知 

市は、平常時から市民等に対し、避難情報が発令された場合の避難行動としては、避難場所、

安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマップ等を踏ま

え、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、自らの判断で「屋内安全確保」を行う

ことや避難時の周囲の状況等により、避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊

急安全確保」を行うべきことについて、周知徹底に努めます。 

３ 誘導標識等の整備充実 

(1) 市は、避難所等に誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記

号を使用するとともに、避難場所標識の見方に関する周知に努めます。 

(2) 市は、沿岸地域において、津波避難誘導標識（ピクトグラム、外国語表記）、標高・海

抜表示板の整備充実を図るとともに、津波フラッグの周知に努めます。 

 

第５ 避難訓練の実施 

市は、大規模地震発生時における避難場所への避難訓練を実施し、災害時における混乱防止を

図ります。 
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第６ 応急仮設住宅等の事前計画 

１ 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理計画 

災害救助法が適用された場合、県は、被災者に対する応急仮設住宅の建設、賃貸型応急仮設

住宅の供給及び住宅の応急修理を行います。 

市は、応急仮設住宅建設候補地データの更新を行うとともに、入居基準、運営等のマニュア

ルを作成し、市と県の役割分担と協力関係を明確にします。 

なお、学校敷地については、学校の再建・再開が優先されるべきであることから、建設候補

地から除外するものとします。 

２ 公営住宅の空き室情報等の把握 

市は、災害時における被災者の住居として利用可能な公営住宅の空き室情報やホテル等の把

握に努め、災害時に迅速にあっ旋できるよう、あらかじめ体制を整備します。 

３ 住家被害の調査、罹災証明書の交付体制の整備 

(1) 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明

書の交付の担当部署を定めるとともに、住家被害の調査担当者の育成、他の地方公共団体

や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災

証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努めます。 

(2) 市は、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結果を活用した住

家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めます。 

 

第７ ペット等の対策 

熊本地震では、避難所における飼育動物（ペット）同行避難者の受入体制や、避難者自身の「他

の避難者に迷惑をかけてしまう」等の心理的要因により、飼育動物を連れた多くの避難者が車中

泊等を余儀なくされるケースがみられました。 

このため市は、次のようなペット等対策を推進します。 

１ 飼主不明動物への対応 

飼主不明・飼育困難なペットの保護・収容は、県や湘南獣医師会が窓口となり、災害発生時

に仮設動物救護センターを設置して対応しますが、仮設動物救護センターが稼働し始めるまで

の対応については、市が湘南獣医師会等と協議し決定します。 

２ 避難所のペット対策 

(1) 市は、事前にペット同行避難のルールを作成し、市民に周知します。 

また、避難所におけるペット同行については、鳴き声、臭い、毛の飛散、アレルギー、

衛生面に関する問題等が発生することから、飼育スペース、ケージの確保や飼い主の管理

責任等、注意事項を可能な限り具体的に検討し、避難所運営マニュアルに位置づけます。 

(2) 市は、ペットフードやトイレシート等、ペットの飼育に必要な避難用品を持参するよう、

市民に周知します。 

(3) 市は、必要に応じ、避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めると

ともに、県獣医師会や湘南獣医師会、動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、
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連携に努めます。 

 

第８ 感染症対策 

(1) 市は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、平常時から、避難所等のレ

イアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合や受け入れる際の

対応を含め、必要な措置を講じるよう努めます。 

また、必要な場合には、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開

設に努めます。 

(2) 市は、避難所等における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避難者の

健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト等の

必要な措置を講じるよう努めます。 
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第17節 帰宅困難者対策 

 

【施策の方向】 

地震により交通機関の運行が停止した場合、多くの帰宅困難者が発生することが予想されます。

このような大量の帰宅困難者が、外出先から一斉に徒歩で帰宅行動を開始した場合、危険な状態

になるとともに、大きな混乱の発生が懸念されます。 

本節では、一斉帰宅者の発生抑制対策や帰宅困難者への支援等に係る基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 一斉帰宅者の発生の抑制対策 

１ 基本原則の周知 

(1) 市は、平常時から市民、関係機関、企業等に対し、発災から３日間は「むやみに移動を

開始しない」という基本原則の周知を図り、一斉帰宅抑制の徹底を促します。 

なお、鉄道の早期運行開始等により、３日までの間に帰宅が可能となる場合もあること

から、被害状況や鉄道の運行状況等に応じて柔軟な対応を可能とする帰宅支援の移行方策

についても検討します。 

(2) 一斉帰宅抑制の普及に加え、被害状況や鉄道等の運行状況に応じて、在宅者の出勤・通

学を自粛する意識の醸成を図ります。 

２ 関係機関、企業等への要請 

市は、市内の企業・学校等に対して、従業員・生徒等のほか、観光客、来訪者、利用者等に

ついて、一斉帰宅の抑制及び一時収容を図るよう要請します。 

(1) 関係機関、企業等は、災害発生に伴い、交通機関の運行停止等により当分の間、復旧の

見通しが立たないと見込まれるときは、事業所建物や事業所周辺の被害状況を確認の上、

従業者等の安全を確保するため、一定期間事業所内に留めておくよう努めます。また、必

要な飲料水、食料、毛布等の備蓄に努めます。 

(2) 大規模な集客施設や鉄道駅、社寺・名所旧跡等においては、多くの来訪者、旅客、観光

客等帰宅困難者等の発生による混乱が予想されることから、利用者を保護するため、施設

関係者等関係機関は、適切な待機・誘導に努めます。 

(3) 関係機関、企業等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことができるよう、事

業所建物の耐震化、家具、じゅう器等の固定、ガラスの飛散防止、非常用電源の整備等、

従業者等が事業所内に安全に待機できる環境整備に努めます。  

(4) 関係機関、企業等は、事業継続計画（ＢＣＰ）等に、災害発生時における従業者等の待

第 17節 帰宅困難者対策 

第２ 帰宅困難者への支援対策 

第１ 一斉帰宅者の発生の抑制対策 
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機及び帰宅の方針をあらかじめ定め、従業員に周知しておくものとします。 

３ 安否確認手段の周知 

市は、平常時から「災害用伝言ダイヤル（171）」や携帯電話事業者の「災害用伝言板」等に

よる安否確認手段について周知を図ります。 

４ マグニチュード７クラスに至らない規模の地震による帰宅困難者への対応 

マグニチュード７クラスに至らない規模の地震であっても、発生時刻や被害状況等から鉄道

が運休し、駅周辺に帰宅困難者が滞留することも想定されることから、市及び鉄道事業者は、

そうした場合の帰宅困難者の対応について協議しておきます。 

 

第２ 帰宅困難者への支援対策 

１ 一時滞在施設の確保及び避難誘導 

市は、帰宅困難者用の一時滞在施設を指定・確保しており、帰宅困難者が発生した場合は、

鉄道事業者、警察署、事業所、自主防災組織等と協力して施設へ誘導します。 

また、一時滞在施設用の必要物資の計画的な備蓄を進めます。 

２ 帰宅困難者への対応の検討 

市は、帰宅困難者の対応について、あらかじめ定めるとともに、企業や学校等においても、

避難者、帰宅困難者への対応をあらかじめ定めておくよう要請します。 

３ 情報収集・提供体制の検討 

市は、防災行政用無線をはじめ、多様な情報提供手段を活用し、一時滞在施設の開設状況や

鉄道等の運行状況、運転再開への見通し、代替輸送の有無、駅周辺の混雑状況等、帰宅困難者

に必要な情報を迅速に提供する体制を鉄道事業者等関係機関と連携し、整備します。 
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第18節 要配慮者等対策 

 

【施策の方向】 

災害時の一連の行動において配慮を要する要配慮者や特に支援を必要とする避難行動要支援

者は、高齢化の進行により増加傾向が続いており、今後も増加していくものと思われます。 

東日本大震災においては、高齢者や障害者等、災害弱者と言われる人々の犠牲が多数を占めた

ことからも、大規模地震時における要配慮者等対策の強化が重要です。 

本節では、要配慮者等の安全確保を図るための事前対策について、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 避難誘導及び避難支援体制の整備 

１ 避難誘導、搬送等 

(1) 要配慮者施設の管理者は、避難行動要支援者の安否確認、避難誘導、搬送についてマニ

ュアルを整備し、避難訓練の実施に努めるとともに、自主防災組織、近隣居住者等の協力

を得て、迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

(2) 市は、小学校就学前の子どもたちの安全で着実な避難のため、災害発生時における幼稚

園、保育所、認定こども園等の施設相互及び関係機関との連絡・連携体制の構築に努めま

す。 

２ 避難対策及び生活支援 

(1) 市は、避難所において要配慮者等が安心して生活ができるよう、支援体制の整備に努め

ます。 

(2) 市は、指定避難所（ミニ防災拠点）や補助避難所（予備避難所）では生活することが困

難な障害者等の要配慮者が、安心した生活ができる体制を整備した福祉避難所の確保に努

めます。 

(3) 市は、福祉避難所として設備、体制が整った社会福祉施設等を活用するため、施設管理

者との災害時の協定締結に努めます。 

(4) 市は、重度障害者や寝たきり高齢者等の常時介護を必要とする者、及び社会福祉施設に

収容が困難になった避難者については、災害時の協力協定に基づき、二次避難等の対応を

第 18節 要配慮者等対策 

第４ 保育所等における対策 

第３ 在宅者対策 

第２ 社会福祉施設対策 

第１ 避難誘導及び避難支援体制の整備 

第５ 外国人対策 
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図ります。 

(5) 市は、高齢者、障害者等に配慮した構造、設備を整えた応急仮設住宅の設置やあっ旋に

努めるとともに、高齢者、障害者等が早期に入居し、安心して生活が送れるよう配慮しま

す。 

３ 医療体制の整備 

県は、人工透析患者等の内部障害者・内臓疾患者等の治療を行う体制の確保等について、災

害時における支援体制の整備に努めます。 

また、市は、妊産婦や乳児等を持つ保護者が安心して避難生活を送れるよう、専用の避難ス

ペースの確保に努めるほか、保健上配慮を要するため、医療機関等と連携し、避難所等におけ

る適切な対応に努めます。 

 

第２ 社会福祉施設対策 

１ 防災体制の整備 

(1) 市は、社会福祉施設の管理者に対して、危険箇所及び危険区域、避難場所、警戒避難基

準等の情報の提供に努めます。 

(2) 社会福祉施設の管理者は、施設の耐震診断及び必要に応じて耐震補強工事を実施すると

ともに、電気、水道等の供給停止に備え、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、

飲料水、医薬品類等の備蓄に努めます。 

(3) 社会福祉施設の管理者は、被災後の応急復旧等に必要な防災資機材や停電時に備え、再

生可能エネルギー設備等の分散型電源設備の導入や非常用発電機等の整備を検討します。 

特に、人命に係る重要施設の管理者は、発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電

源を確保するよう努めます。 

(4) 要配慮者等は避難に時間を要することから、災害に関する情報が特に事前に周知される

ことが重要です。そのため、社会福祉施設の管理者は、防災行政用無線等の情報伝達手段

を利用した情報提供の充実を図ります。 

２ 社会福祉施設への受入れ 

市は、避難所での対応が困難となった要配慮者等について、市の社会福祉施設に家族単位で

受入できるよう、避難所運営委員会において保健師、ケースワーカー等と協議します。 

３ 組織体制の整備 

(1) 社会福祉施設の管理者は、災害発生の予防や災害が発生した場合における迅速かつ的確

な対応を行うため、あらかじめ防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連

絡体制等を明確にしておきます。 

特に、夜間における通報連絡や入所者の避難誘導体制は、職員が手薄であることや照明

の確保が困難であること等悪条件が重なることから、これらの点を十分配慮した組織体制

を確保します。 

(2) 社会福祉施設の管理者は、災害時に施設利用者の実態等に応じた協力が得られるよう、

平常時より市との連携のもと、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及び自主防災組織と

の協力体制を構築します。 
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(3) 社会福祉施設の管理者は、災害発生に備え、消防本部等への早期通報が可能な非常通報

装置を設置するなど、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、施設相

互の連携協力関係の強化に資するため、市の指導のもとに緊急連絡体制の整備を図ります。 

４ 防災教育・防災訓練の充実 

(1) 社会福祉施設の管理者は、施設の職員や利用者が、災害等に関する基礎的な知識や災害

時にとるべき行動等について、理解や関心を高められるよう、定期的に防災教育を実施し

ます。 

(2) 社会福祉施設の管理者は、施設職員や利用者が、災害等の切迫した危機的状況下でも適

切な行動がとれるよう、各々の施設の構造や利用者の判断能力、行動能力等の実態に応じ

た防災訓練を定期的に実施します。 

特に、自力避難が困難な者等が入所している施設にあっては、職員が手薄になる夜間に

おける防災訓練も定期的に行うよう努めるほか、職員の非常参集体制も併せて整備します。 

 

第３ 在宅者対策 

１ 要配慮者情報の収集と共有 

災害発生時において、要配慮者の避難誘導や安否確認、また避難所等での生活支援を行うた

めには、平常時から要配慮者の情報を収集・整理しておくことが重要です。 

市は、関連部署が把握している要配慮者に関する情報を災害時に活用するとともに、自主防

災組織や民生委員児童委員等に対して、避難支援に関する情報を提供できる体制の整備を進め

ます。 

２ 避難行動要支援者対策 

(1) 避難行動要支援者名簿の作成等 

ア 市は、平常時から避難行動要支援者に関する情報を把握するとともに、避難行動要支援

者ごとに作成の同意を得たうえで、避難行動要支援者名簿を作成します。 

イ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、次に掲げる者を対象とします。 
 

・75歳以上の一人暮らしの方 

・高齢者（65歳以上）のみ世帯の75歳以上の方 

・身体障害者手帳１級又は２級の方 

・療育手帳Ａ１又はＡ２の方 

・精神障害保健福祉手帳１級の方 

・介護保険法の要介護度３～５の認定を受けている方 

・避難行動に不安があり、名簿に登録を希望する方 
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ウ 避難行動要支援者名簿には、次に掲げる事項を記載し又は記録します。 
 

・氏名 

・生年月日 

・性別 

・住所又は居所 

・電話番号その他の連絡先 

・避難支援等を必要とする事由 

・上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市が必要と認める事項 

 

エ 市は、定期的に避難行動要支援者名簿の更新を行うとともに、所在マップとして地図情

報を備えます。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも保管します。 

オ 市は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者名簿のう

ち、平常時において情報開示に同意を得た者の部分について、県警察、市社会福祉協議会

や情報漏えいの防止のために必要な措置が図られた民生委員児童委員、自主防災組織その

他避難支援等の実施に携わる関係者（以下「避難支援等関係者」という。）へ提供します。 

(2) 「避難行動要支援者避難支援計画（個別計画）」の作成支援 

市は、災害時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するため、地域

や関係機関と連携し「避難行動要支援者避難支援計画（個別計画）」の作成を進めます。 

個別計画の作成にあたっては、対象者の状況を考慮し、優先度の高い対象者から順に進

めます。 

また、適切な避難支援等が実施されるよう、個別計画情報を避難支援等関係者等に提供

し、平常時において安否確認等に活用します。 

(3) 市は、個別計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑か

つ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、

関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備等、必要な配慮をするものとし

ます。 

３ 緊急通報システム（緊急通報装置）の活用 

市は、高齢者、障害者等の安全を確保するため、緊急通報システム（緊急通報装置）を整備

しており、同システムの活用により、緊急時の在宅者の安全を確保します。 

４ 防災知識の普及・啓発 

災害時における要配慮者等の避難誘導及び安否確認については、近隣住民の協力が不可欠で

あることから、県、市及び市社会福祉協議会は、市民に対し、啓発パンフレット等を配布する

とともに、特に要配慮者及びその家族に対して、地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ、

災害に対する基礎的知識等の普及・啓発に努めます。 
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第４ 保育所等における対策 

災害による保育施設（認可保育所、認定こども園、地域型保育事業施設、認可外保育施設）及

び放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）施設・設備の被害を予防し、児童の安全を確

保するため、保育所等の管理者は、次の対策を実施します。 

(1) 保育所等施設・設備の定期的な安全点検を実施し、安全性を確保します。 

(2) 災害用備蓄品、災害用備蓄非常食の管理及び電源の確保に努めます。 

(3) 災害発生時における児童の避難誘導や保護者への引き渡し方法等をあらかじめ定めると

ともに、平常時から保護者との連携を図ります。 

(4) 災害発生時に適切な行動がとれるよう、避難訓練等を定期的に実施します。 

 

第５ 外国人対策 

(1) 市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人（日本語以外の言語を母語とする市民

を含む。）に対して災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動について啓発に努

めます。 

(2) 市は、避難所等の標識を設置する場合は、外国人にもわかりやすいよう外国語表記の追

記やピクトグラムを活用するとともに、標識の見方やピクトグラムについて周知に努めま

す。 

(3) 市は、避難情報等の発信においては、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人が災害

発生時に迅速・的確な行動ができるよう、やさしい日本語や多言語による広報の実施に努

めます。 
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第19節 孤立化地域への対策 

 

【施策の方向】 

土砂災害や津波等により、孤立化地域が発生した場合は、非孤立化地域とは異なる対応が求め

られるため、事前対策を講じておく必要があります。 

本節では、孤立化地域発生の未然防止に向けた基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 孤立化予想地域の把握 

市は、う回路のない地域を対象に、周辺の避難所等と接続する道路構造及び地形条件を考慮し、

土砂災害や津波の浸水被害に伴う交通遮断によって孤立化が予想される地域の事前把握に努め

ます。 

 

第２ 予防対策  

１ 市民への周知 

市は、土砂災害ハザードマップや津波ハザードマップ等の配布により、土砂災害危険箇所や

津波による浸水区域、また、危険区域からの避難方法等について市民へ周知します。 

孤立化が予想される地域の市民に対しては、各家庭における十分な食料や飲料水等の備蓄に

努めるよう啓発します。 

２ 交通の整備 

市は、孤立化予想地域へのアクセス道路やう回路等の整備に努めるとともに、孤立化地域が

発生した場合に備え、人命救助や応急活動の実施に必要な人員、物資等を輸送するため、関係

機関との協力体制を整備し、交通手段を迅速に確保できるよう努めます。 

３ 通信手段の整備 

市は、一般電話施設の被災による通信の途絶を想定し、他の通信手段の整備等を行い、孤立

化予想地域との通信の確保に努めます。 

４ 電力の確保 

市は、停電の長期化に備え、孤立化予想地域における家庭用燃料電池や自家発電機の整備、

燃料の備蓄について検討します。 

５ 協力・連携体制の整備 

市は、土砂災害や津波による被害等により、孤立化地域が発生した場合に備え、県や自衛

隊等との協力体制を迅速に確立できるよう、平常時から関係機関との連携に努めます。

第 19節 孤立化地域への対策 第１ 孤立化予想地域の把握 

第２ 予防対策 



第１章 地震・津波災害予防計画 

第 20節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 

地震津波-49 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

第20節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 

 

【施策の方向】 

熊本地震では、自治体によっては十分な備蓄がされておらず、一部の避難所では発災直後に食

料が不足する事態が生じました。 

また、支援物資が物資集積拠点に滞留し、避難所まで速やかに届かない事態等も発生し、当面

必要な物資を平常時から備蓄しておくことの重要性が改めて認識されました。 

こうした教訓を踏まえ、本節では、災害時における応急対策活動を円滑に行うため、食料、飲

料水及び生活必需品等の備蓄・調達に係る体制や防災資機材等の整備について基本的な方針を定

めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄及び確保 

１ 食料、生活必需品の備蓄及び確保 

市は、計画的な食料、生活必需品等の備蓄に努めるとともに、食料関係機関、物資販売業者

と物資調達に関する協定を締結します。 

また、食料、生活必需品等の備蓄に際して、アレルギー食や宗教上の制約等に配慮した食料、

要配慮者、乳幼児、女性等並びに季節性に配慮した備蓄品目の検討を行い、整備を進めます。 

２ 飲料水の確保 

市は、１人１日３リットルを目標として飲料水の確保に努めるとともに、断水時に備えた個

人所有等の井戸水の活用を図ります。 

また、飲料水兼用耐震性貯水槽の適正な維持管理に努めます。 

 

第２ 防災資機材等の備蓄 

市及び関係機関は、災害応急対策に必要な防災資機材を備蓄し、拡充を図ります。 

 

第３ 防災倉庫の整備及び地域内輸送拠点の確保  

(1) 市では、現在、公共施設や市立小中学校等にコンテナ型防災倉庫や防災備蓄庫を設置し、

第 20節 食料、飲料水及び 

生活必需品の供給対策 

第１ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄

及び確保 

第２ 防災資機材等の備蓄 

第３ 防災倉庫の整備及び地域内輸送拠点

の確保 

第４ 市民・企業等の備蓄 
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食料、生活必需品を備蓄しています。市は、防災倉庫等の設置について、計画的な推進を

図るとともに、備蓄物資の更新を行います。 

(2) 市は、太陽光等の再生可能エネルギー等を活用した、自立電源の確保を検討します。 

(3) 市は、地域内輸送拠点を確保するとともに、救援物資、調達物資等の受入れ、仕分け、

在庫管理、配送等を行うため、被災地や避難所への的確かつ迅速な供給体制を確保します。 

なお、ヘリコプターにより緊急に輸送される物資の受入れは、ヘリコプター臨時離着陸

場にて行うものとします。 

 

第４ 市民・企業等の備蓄 

市は、災害時にライフラインの寸断や食料等の流通が途絶えることを考慮し、市民や企業等に、

最低３日分、推奨１週間分の食料や飲料水、トイレットペーパー等の買置き、非常持出品（常備

薬、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携帯トイレ等）の備蓄に努めるよう啓発します。 
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第21節 医療・救護・防疫対策 

 

【施策の方向】 

大規模地震発生時には、局地的又は広域的に多数の負傷者が同時多発的に発生することが想定

されます。 

本節では、負傷者への迅速かつ適切な医療救護活動や保健活動が実施できるよう、医療・救護・

防疫に関する事前対策の基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害拠点病院の機能強化 

１ 情報伝達手段の整備 

県は、市と連携し、災害拠点病院への無線装置等情報通信機器を計画的に整備します。 

２ 災害拠点病院の機能強化 

災害拠点病院は、災害医療に必要な施設整備や医療機器等の設備整備を計画的に進めます。 

また、ライフラインが途絶した場合に備えて、非常用自家発電設備の増強や非常用電源の確

保等を計画的に進めるとともに、医薬品や診療材料等の確保に努めます。 

 

第２ 活動体制の整備 

市は、医療救護活動を行う仮設救護所をあらかじめ指定するとともに、鎌倉市医師会、鎌倉市

歯科医師会等の関係団体と連携を図り、組織体制の充実に努めます。 

また、大規模な災害時において、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム)の円滑な受入れを行うため、

県及び関係機関との連絡体制の整備に努めます。 

 

 

 

 

 

第 21節 医療・救護・防疫対策 第１ 災害拠点病院の機能強化 

第２ 活動体制の整備 

第５ 広域火葬体制の強化 

第３ 医薬品の確保 

第６ 防疫対策 

第４ 医療機関の対策 
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図 ＤＭＡＴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 医薬品の確保 

市は、医療救護活動に必要な医薬品等について、効率的な備蓄を進めるとともに、不足が生じ

た場合は、県及び関係機関から円滑に確保できるよう、調達体制を整えます。 

 

第４ 医療機関の対策 

医療機関の管理者は、災害発生の予防や災害が発生した場合における迅速かつ的確な対応を行

うため、あらかじめ防災組織を整え、職員の任務分担、動員計画、緊急連絡体制等を明確にして

おきます。特に、夜間における通報連絡や入院患者の避難誘導体制は、職員が手薄であることや、

照明の確保が困難であること等悪条件が重なることから、これらの点を十分配慮した組織体制を

確保します。 

また、医療機関の管理者は、市との連携のもとに、施設相互間並びに他の施設、近隣住民及び

自主防災組織との日常の連携が密になるよう努め、施設利用者の実態等に応じた協力が得られる

よう体制づくりを行います。 

 

第５ 広域火葬体制の強化 

市は、災害時における遺体の適正な処理・取扱いを実施するため、「神奈川県広域火葬計画」

に基づき棺の調達、遺体の搬送、火葬、埋葬等の手配を行います。 

また、市単独での火葬が困難な場合は、「神奈川県広域火葬計画」に基づき、広域的な協力体

制の強化を図ります。 

 

第６ 防疫対策 

市は県と連携し、災害時において感染症が発生しないよう、予防のための消毒等を実施する体

制の整備に努めます。

ＤＭＡＴ(ディーマット、Ｄisaster Ｍedical Ａssistance Ｔeam)とは、大地震及び航空機・

列車事故等の災害時に被災者の生命を守るため、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を行うた

めの専門的な訓練を受けた医療チームです。 

※神奈川ＤＭＡＴ要請要領 

派遣 

神奈川ＤＭＡＴ派遣要請 

神奈川ＤＭＡＴ派遣要請 

被災した市町村等の災害対策本部 

神奈川県医療救護本部  

神奈川ＤＭＡＴ指定病院 神奈川ＤＭＡＴ 

ＤＭＡＴの統括 

災害現場等に 

おける医療活動 

派遣 

災害発生 
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第22節 文教対策 

 

【施策の方向】 

東日本大震災では、多数の児童・生徒及び学校等に大きな被害が生じました。学校等は、地震

のみならず、あらゆる災害から児童・生徒等及び教職員の安全を確保するため、平常時から防災

面における安全教育及び安全管理に努める必要があります。 

本節では、地震発生時の児童・生徒及び教職員の安全確保や防災体制の強化に関する基本的な

方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 防災教育の充実 

市教育委員会、各学校は、学校における防災教育指導教材の見直しや教職員に対する研修を実

施し、教職員の防災・安全についての知識や技能等の定着を図ります。 

また、各学校は、防災教育の充実を図るため、各教科及び領域、学年、実施時期を考慮した年

間カリキュラムを作成します。 

 

第２ 家庭や地域社会との連携 

市教育委員会、各学校は、家庭、地域と連携し、学区の地理、環境、施設等の実情を考慮した

防災訓練及び避難訓練を実施します。 

 

第３ 学校における防災体制の整備 

市教育委員会、各学校は、地震災害時における児童・生徒の安全確保を図るため、各学校で作

成している「学校防災計画」等を必要に応じて見直し、実効性のある避難実施計画を定めます。 

また、発災時に避難所となることを踏まえ、避難所の管理運営に関する業務分担を定めます。 

 

第４ 学校施設・設備等の安全性の確保 

市教育委員会は、地震に強い安全な学校づくりを目指し、これまで市立小中学校の耐震化を進

めており、市立小中学校全25校の耐震化（耐震補強工事完了のもの、昭和56年（1981年）以降に

建築されたもの、耐震診断により耐震性があると診断されたもの）は完了しています。 

第 22節 文教対策 第１ 防災教育の充実 

第２ 家庭や地域社会との連携 

第３ 学校における防災体制の整備 

第４ 学校施設・設備等の安全性の確保 

第５ 応急教育の実施 
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市教育委員会及び各学校は、学校の施設・設備の定期的な安全点検を継続して実施します。 

市教育委員会及び各学校は、保護者及び関係機関とともに、児童・生徒等の通学路の安全点検

を行います。 

 

第５ 応急教育の実施 

市教育委員会は、県教育委員会と連携して、災害時における学校教育の実施に万全を期すため、

教育施設、教職員、学用品等を調達・確保するなど、応急教育の円滑な実施を図ります。 
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第23節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

 

【施策の方向】 

大規模地震等において、災害応急活動に必要な物資や資機材、要員等の緊急輸送を円滑に行う

ためには、輸送道路及びヘリポートの確保が重要です。 

東日本大震災では、幹線道路は緊急輸送道路として、救急・救援や復旧に役立つなど、“いの

ちの道”としての機能を発揮しました。 

本節では、災害時の緊急交通路や緊急輸送の確保に向けた事前対策について、基本的な方針を

定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 緊急輸送道路等の耐震化及び復旧体制の整備 

１ 緊急輸送道路 

県では、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応するため、以下のとおり緊

急輸送道路を指定しています。 

(1) 第１次緊急輸送道路 

高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワーク及び港湾等に連絡する路線

で緊急輸送の骨格をなす路線。 

(2) 第２次緊急輸送道路 

第１次緊急輸送道路を補完し、地域的ネットワークを形成する路線及び市町村庁舎等に

連絡する路線。 

２ 緊急交通路指定想定路 

県警察は、防災拠点及び都市間を結ぶ国道、主要な県道等のうち59路線を緊急交通路指定想

定路として選定しており、大規模地震発生時には、必要な区間について交通規制を行い、道路

管理者と連携して、緊急通行車両の円滑な運行の確保を図ります。 

市は、災害時に県警察が実施する交通規制等に対する協力体制の整備を図ります。 

 

第23節 緊急交通路及び緊急 

輸送道路等の確保対策 

第１ 緊急輸送道路等の耐震化及び復旧 

体制の整備 

第５ 緊急通行（輸送）車両の事前届出 

第４ 地域内輸送拠点の設置 

第３ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

第２ 車両及び燃料の調達・確保 
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３ 緊急輸送道路等の安全点検 

市は、緊急輸送道路の安全性を確保するため、指定された市道の安全点検を実施するよう努

めます。 

４ 復旧体制の整備 

市は、被災した場合を想定し、応急復旧のための資機材について事前の備蓄や整備を行いま

す。また、災害時における建設業者等との協力体制の充実・強化を図ります。 
 

図 緊急輸送道路網図（資料：神奈川県緊急輸送道路網図（令和４年（2022年）３月）） 

 

 

 

第２ 車両及び燃料の調達・確保 

１ 車両の調達・確保 

(1) 管理車両 

市は、緊急輸送にあたっては、原則として市管理の車両を使用するものとし、応急活動

等が停滞しないよう、十分調整を図ります。 

(2) 民間企業及び県への要請 

市は、必要な車両等の確保が困難なときは、「災害時における自動車輸送の協力に関す

る協定」に基づき、関係団体に自動車輸送の協力を要請するとともに、県に対して要請又

は調達・あっ旋を依頼する体制を整えます。 

(3) 燃料の確保 

市は、ガソリン、重油、軽油等の燃料供給に関し、関係団体との協力体制の構築を進め

るなど、優先的確保に努めます。 

２ その他の輸送力の確保 

(1) 市は、車両のほか、船艇、鉄道、航空機等についても、関連機関との連携・協力体制を

強化し、災害時の緊急輸送手段の確保に努めます。 

(2) 海上輸送路の確保については、県が物資受入れ港と指定している港湾のうち、市に関係
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する港湾として湘南港（江の島）がありますが、今後は、小型船舶が接岸する腰越漁港の

活用について検討します。 

 

第３ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

１ ヘリコプター臨時離着陸場の指定 

ヘリコプターの臨時離着陸場は、県が指定している臨時離着陸上２箇所（笛田公園運動場、

県立鎌倉高等学校グラウンド）のほかに、市において、現在17箇所を指定しています。 

２ ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

(1) 市は、ヘリコプター臨時離着陸が可能なオープンスペースの確保を積極的に進めます。 

(2) 市は、緊急医療を要する被災者の受入れ病院にアクセスできるよう、ヘリコプター臨時

離着陸場の確保に努めます。 

(3) 市は、災害時にヘリコプター臨時離着陸場を利用できるよう、誘導案内設備の整備を図

るとともに、これらの地図情報を自衛隊を含め応援協定を結んでいる自治体に事前配布し

ます。 

(4) 市は、災害発生時に市民等の立入り等により、ヘリポートの使用に支障が出ることのな

いよう、平素から周知に努めます。 

 

第４ 地域内輸送拠点の設置  

市は、市外からの救援物資を一時的に集積し、避難所等への振り分けをする地域内輸送拠点の

設置を進め、被災地や避難所への的確かつ迅速な供給体制を確保します。 

 

第５ 緊急通行（輸送）車両の事前届出  

大規模地震等の災害が発生した場合に、市管理の公用車を緊急通行（輸送）車両として迅速に

活動させるため、県公安委員会に対し緊急通行（輸送）車両の事前届出を行います。 

１ 対象車両 

対象車両は、次のとおりです。 

(1) 災害対策基本法第２条第１号に基づく災害時において、災害応急対策に従事する者又は

災害応急対策に必要な物資を輸送するための緊急通行車両 

(2) 災害応急処置を実施するための緊急通行車両 

(3) 地域防災計画に基づき使用される車両で、国及び地方公共団体、指定公共機関（電気、

ガス事業等指定法人）の保有する車両、契約により常時専用する車両若しくは他の団体等

から調達する車両 

２ 事前申請及び確認事務フロー 

緊急通行（輸送）車両の事前申請及び確認事務のフローは、次に示すとおりです。 
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図 事前申請及び確認事務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者（市） 

事前届出 発災時の確認 

県公安委員会 

（県警交通規制課に申請） 

 

発災時には、事前届出

書に輸送経路と日時

を記入の上、事前届出

済証、確認証明書とと

もに、次のうちどこか

１箇所に提出 

 

・県警交通規制課 

・各警察署 

・交通部三隊 

・県危機管理防災課 

・各地域県政総合セン
ター 

審査省略 

・緊急通行（輸送）車両 

事前届出書 

・緊急通行（輸送）車両 

事前届出済証 

・緊急通行（輸送）車両 

確認証明書 

    ↓ 

申請者（市）保管 

事前届出のない緊急通行（輸送）車両 

審  査 

県危機管理防災課、 

各地域県政総合センターの確認 

確認証明書・標章の交付 

緊急通行（輸送）車両確認申請書確認 

車両に確認証明書の備付 

及び標章の掲示 

緊急交通路通行可 
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第24節 建築物等対策（危険度判定、応急修理） 

 

【施策の方向】 

大規模地震に伴い、様々な二次災害が誘発されます。余震等による被災建築物の倒壊や外壁、

窓ガラス等の部材の落下等がもたらす二次災害の発生もそのうちの一つです。 

本節では、被災建築物等による二次災害を防止し、被災市民の不安を解消するための基本的な

方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

第１ 被災建築物の震後対策 

１ 応急危険度判定体制の整備 

市は、神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する被災建築物応急危険度判定士養成講習

会を活用し、被災建築物応急危険度判定士の養成及び体制の整備を図ります。 

また、同協議会を通じて先進都市の事例等情報収集に努めるとともに、関係団体の参加等を

含めた訓練等を行い、実施体制の確立を図ります。 

２ 被災建築物の補強・改修等 

地震により被災した建築物を継続して使用する場合、被災建築物の補強・改修等を早急に実

施する必要が生じます。 

このため、市は、補強・改修の早期実施に向け、関係団体と連携し、実施方法の検討を行い

ます。 

 

第２ 被災宅地の震後対策 

市は、神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する被災宅地危険度判定士養成講習会を活用

し、被災宅地危険度判定士の養成及び体制の整備を図ります。 

また、同協議会を通じて先進都市の事例等情報収集に努めるとともに、関係団体の参加等を含

めた訓練等を行い、実施体制の確立を図ります。 

 

第 24節 建築物等対策 
（危険度判定、応急修理） 

第１ 被災建築物の震後対策 

第２ 被災宅地の震後対策 
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第25節 ライフラインの応急復旧対策 

 

【施策の方向】 

東日本大震災では、広範囲にわたって電気、ガス、水道等のライフライン施設に被害が発生す

るとともに、余震等の発生により復旧に時間を要しました。ライフライン施設は、市民の日常生

活及び社会・経済活動に欠くことのできないものであり、また、災害発生後の復旧のための重要

な使命を担っています。 

このため、各ライフライン事業者においては、平常時から応急復旧が迅速に行えるよう態勢を

整えておく必要があります。 

本節では、ライフライン施設の安全強化対策及び災害時の応急復旧体制について、基本的な方

針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 上水道 

県企業庁は、県内水道事業者や近隣都県等との相互応援協定に基づき、実践的な対応が可能と

なるような応援受入れや復旧活動に係る計画を必要に応じて見直します。 

また、復旧用資機材の備蓄を進め、災害時には医療機関や社会福祉施設、避難所等防災上重要

な建築物に配慮し、早期に復旧するよう対策を進めます。 

更に、災害時における水道水の安定供給を確保するため、浄水場等への自家発電機の整備を進

めます。 

市は、水道の安全供給が行われるまでの期間、給水活動を行います。給水活動については、第

２章 第８節 生活救援活動に記載しています。 

 

第２ 下水道 

(1) 市は、下水道施設について、短期・中期・長期の目標を設定した防災計画を策定すると

ともに、同計画に基づき、管路や土木構造物等、機械・電気設備の耐震化等の整備を推進

します。 

また、定期的な保守点検を行い、必要に応じて補修又は改良に努めます。 

(2) 市は、鎌倉市下水道ＢＣＰ（業務継続計画）等に基づいて、下水道施設の復旧にあたる

第 25節 ライフラインの応急 

復旧対策 

第１ 上水道 

第４ ガス 

第３ 電気 

第２ 下水道 

第５ 電話・通信 
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ものとし、土木・建設団体等との広域的な支援体制の充実、復旧用資機材の備蓄強化等、

災害時の早期復旧に向けた対策強化を図ります。 

 

第３ 電気 

(1) 東京電力パワーグリッド(株)は、他電力会社との相互支援体制、各地の資材センター等

への復旧用資機材の備蓄、応急復旧用の発電機車、移動用変圧器車等の確保、非常災害対

策要員の確保等の事前対策を講じており、今後も応急復旧体制の充実に努めます。 

(2) 東京電力パワーグリッド(株)は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、被災地

域の市民に復旧状況や安全確認についての広報を徹底するとともに、災害対策本部等との

情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進めます。 

(3) 東京電力パワーグリッド(株)は、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対

する被害情報等の伝達に係る体制の整備に努めます。 

(4) 市は、東京電力パワーグリッド(株)と災害時における停電の早期復旧や停電の未然防止

活動等を行う上での連携体制を構築しておきます。 

 

第４ ガス 

(1) 東京ガスネットワーク(株)では、地震が発生した際の供給停止区域を最小限に抑えるた

め、低圧導管網を複数のブロックに分けることにより、被害が大きい地域との切り離しが

可能となっています。特に液状化や津波被害が想定される地域については、ブロックを細

分化し、被害が広範囲に及ぶことを防止しています。（津波ブロック） 

(2) 東京ガスネットワーク(株)は、非常用設備の整備として、連絡・通信設備、コンピュー

ター設備、自家発電設備の整備に努めるとともに、ガス工作物の事故の未然防止を図りま

す。また、災害対策用資機材等の確保に努め、調達体制を整備します。 

(3) 東京ガスネットワーク(株)は、利用者や他工事会社等に対し、ガスの安全知識等の普及

を推進します。 

(4) ＬＰガス事業者は、(公社)神奈川県ＬＰガス協会が中心となって、被災地の応急復旧体

制の整備を進めます。 

(5) 市は、東京ガスネットワーク(株)及びＬＰガス事業者とガスの応急復旧を行う上での連

携体制を構築しておきます。 

 

第５ 電話・通信 

(1) 東日本電信電話(株)神奈川事業部は、停電時に備え、非常用発電機と蓄電池を配備する

とともに、移動電源車、移動無線車、ポータブル衛星車等の配備を行い、災害時には、避

難場所に被災者が利用する特設公衆電話の設置に努めます。 

(2) (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びＫＤＤＩ(株)は、移動電源車、可搬型無線基地局装

置を配備するとともに、避難場所、現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出しに努

めます。 

(3) 各社ともに、電話・通信の輻輳（ふくそう）時における災害時優先電話の確保と、一般

加入電話の利用制限等を行います。 
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(4) 安否確認のための通話等が増加し、通話がつながりにくい状況になった場合に、安否確

認等の情報を円滑に伝達できるよう、東日本電信電話(株)では「災害用伝言ダイヤル（171）」

等を、携帯電話事業者等の電気通信事業者は「災害用伝言板」の運用を開始します。 

(5) 市は、市災害対策本部や避難所等への臨時電話の設置が早期・円滑に実施されるよう事

前の調整を行います。 
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第26節 ごみ収集・処理対策 

 

【施策の方向】 

東日本大震災では、宮城、岩手、福島の東北３県で約2,300万トンの災害廃棄物が発生しまし

た。本市においても、地震・津波が発生した場合、膨大な災害廃棄物の発生が予想されることか

ら、平常時から、発災後の災害廃棄物対策を十分に検討しておくことが重要です。 

本節では、こうした状況を踏まえ、災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するための事前対策につ

いて、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 一般廃棄物処理施設等の稼働体制の確立 

地震等に伴う停電により、廃棄物処理施設の稼動に支障が生じることが予想されることから、

市は、非常用自家発電設備等を整備するとともに、上水道の支障による断水に備え、各施設の非

常用水源の確保に努めます。 

 

第２ 一般廃棄物処理施設等の補修体制の整備 

１ 一般廃棄物処理施設等の修復 

市は、一般廃棄物処理施設等を修復するための点検手引きをあらかじめ作成しておくものと

します。 

また、点検、修復に備え、当該施設のプラントメーカー等との協力体制を確立します。 

２ 資機材や燃料の備蓄・保管 

市は、一般廃棄物処理施設の補修等に必要となる資機材について、本市で備蓄、あるいは、

関係団体等との協力支援協定の締結、平常時の納入業者との事前協定等により確保を図ります。 

燃料については、灯油等の備蓄を行うほか、燃料の供給協力に関する協定に基づき、必要量

を確保するものとします。 

その他、収集車両や機器等を常時整備し、緊急出動できる体制の整備に努めます。 

第 26節 ごみ収集・処理対策 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 

第１ 一般廃棄物処理施設等の稼働体制の 

確立 

第４ 震災時の相互協力体制の整備 

第５ し尿処理体制の確保等 

第２ 一般廃棄処理施設等の補修体制の整備 
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３ 仮設施設の検討 

市は、災害時に大量に発生するがれき、粗大ごみ等本市で処理できない一般廃棄物について、

広域処理を優先的に検討することとなりますが、併せて仮置場での仮設施設（選別、破砕、焼

却）について、本市に設置する場合も想定し、最新情報（メーカー、連絡先、機種、制約条件

等）の収集・整理に努めます。 

 

第３ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 

市は、災害廃棄物の収集運搬、分別・処理・再資源化、損壊家屋の解体・撤去、仮置場の設置

等について定めた「鎌倉市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物を計画的かつ効率的に処

理するための体制を整えておきます。 

 

第４ 震災時の相互協力体制の整備 

災害廃棄物の処理にあたっては、平常時の処理体制のみでは、迅速な対応が困難となることが

予想されるため、市は、平常時から自衛隊や警察、消防本部、近隣自治体及び関係団体等と調整

し、災害時の連携体制・相互協力体制を整備します。 

 

第５ し尿処理体制の確保等 

市は、し尿処理施設の破損等によりし尿処理が不能となった場合に備え、体制の整備に努めま

す。 

また、災害時におけるトイレ対策として、平常時より、避難所での仮設トイレの備蓄、協力支

援の要請先の整理、携帯トイレの備蓄に努めます。 

なお、簡易トイレ（携帯トイレ）から排出されるし尿は、可燃ごみとして処理します。 
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第27節 広域受援体制の拡充 

 

【施策の方向】 

大規模地震が発生した場合、市役所本庁舎や職員等の被災により行政機能が低下する中であっ

ても、応急復旧活動や被災者支援等の業務を行う必要があり、国や県、他の自治体、ボランティ

ア等の応援を最大限活用することが求められます。 

本節では、大規模地震等が発生した場合に、外部からの応援を円滑に受け入れ、災害時の応急・

復旧業務を遂行できるよう、受援体制の基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 広域応援受入体制等の強化 

１ 受援計画の作成 

市は、大規模地震が発生した際に、外部からの応援を円滑に受け入れるため、「鎌倉市災害

時受援計画」を作成し、人的支援及び物的支援の円滑な受入れのための体制を整備します。 

２ 支援の受入拠点の確保 

災害発生時に応援を受ける支援部隊を受け入れるために、支援部隊の活動拠点となる集結地

や滞在するための場所等の確保が必要です。広域応援部隊の進出拠点や大規模な広域防災拠点

は、国等の応援部隊の派遣機関や県が整備します。 

市は、活動拠点について候補地を選定し調整を進めるとともに、発災後は速やかな確保を行

います。 

また、市は、物的支援（物資供給）の受入れ機能の強化を図ります。 

 

第２ 情報の共有化 

県は、県災害情報管理システムにより防災基礎情報をデータベース化しており、市町村等の関

係機関がデータを更新することで防災に関する基礎的な情報を共有しています。 

市は、広域的応援の円滑な受入れのため、情報の共有化を図ります。 

 

第３ 応援機関との連携強化 

第４ 他市町村との応援体制の強化 

第２ 情報の共有化 

第 27節 広域受援体制の拡充 第１ 広域応援受入体制等の強化 
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第３ 応援機関との連携強化 

市は、他の自治体との相互応援協定の締結を拡大するとともに、応援活動を確保するため、防

災資機材等の整備充実を図ります。 

また、災害発生時における国内・外からのボランティアの支援申し入れが適切に活かされるよ

う、県、関係機関等と連携し、ボランティア受入体制の整備等に努めます。 

更に、相互応援協定の締結にあたっては、近隣の自治体に加えて、大規模地震等による同時被

災を避ける観点や本市の特性に対応した歴史文化資源、文化財保護等への支援が期待できるとい

った観点から、遠方に所在する自治体間の協定締結も推進します。 

 

第４ 他市町村との応援体制の強化 

市及び県は、大規模地震等の災害が発生し、被災市町村単独では十分な応急対策や復旧対策が

実施できない場合に、横須賀三浦県政総合センターの地域ブロック内の市町間及び地域ブロック

間で相互に連携し、迅速かつ的確な応援ができるよう、一層の連携強化を図るとともに、訓練等

の実施を通じ、体制の検証を行います。 

また、市は、他の市町村を迅速に応援できるよう応援体制を整備します。 
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第28節 災害救援ボランティア活動体制等の充実強化 

 

【施策の方向】 

大規模災害時には、ボランティアグループ、ＮＰＯ等による救援や生活再建等の様々な支援活

動が行われ、被災地の復旧・復興に大きな役割を果たしています。 

災害時のボランティア活動について、市は、県や関係機関と連携してボランティアの活動環境

の整備に取り組むことが重要です。 

本節では、災害救援ボランティア活動に関する事前対策について、基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ ボランティア受入体制の整備 

市は、県や関係機関等の協力のもと、災害時にボランティアの活動拠点となる場所の確保や必

要な資機材の調達支援等、ボランティアの受入体制及び活動環境の整備に努めます。 

 

第２ ネットワークづくりの推進 

市及び市社会福祉協議会並びに(公社)鎌倉青年会議所は、平常時から市災害ボランティアセン

ターの設置・運営に係る研修や訓練の実施等を通じて、災害発生時を想定した連携協力体制づく

りに努めます。 

 

第３ 人材の育成と充実 

市及び市社会福祉協議会は、大規模地震発生時に救援活動等が行えるよう、災害救援ボランテ

ィアの育成等を目的とした研修会や講座等に関係職員を派遣します。 

また、市及び市社会福祉協議会は、災害時にボランティアが円滑に活動できるよう、平常時にお

ける登録、研修、災害時における活動の受入窓口、その活動の調整方法等の体制整備を図ります。 

 

第４ 鎌倉市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの整備 

市社会福祉協議会は、(公社)鎌倉青年会議所とともに、大規模地震発生時等に応急対策を実施

するにあたり、市災害ボランティアセンターの設置・運営に関するマニュアルを作成し、ボラン

ティア団体等と連携した防災訓練を実施するとともに、作成したマニュアルの内容の随時検証・

見直しを行います。市は、上記活動に対し協力・支援します。 

第 28節 災害救援ボランティア 

活動体制等の充実強化 

体制等の充実強化 

第４ 鎌倉市災害ボランティアセンター 

設置・運営マニュアルの整備 

マニュアルの整備 

第１ ボランティア受入体制の整備 

第２ ネットワークづくりの推進 

第３ 人材の育成と充実 
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◆『地域防災力の向上』の構成 

 

地震等の被害を最小限に抑えるためには、普段からの備えが大切であり、また、「自助」・「共

助」それぞれが役割を果たしていくことが大切です。 

『地域防災力の向上』では、「自助」・「共助」の取組を促進し、地域における「地域防災力」

の向上を図るために必要な対策について定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災意識の向上 第 29節 

自主防災組織の育成強化 第 30節 

防災訓練の実施 第 31節 

地
域
防
災
力
の
向
上 
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第29節 防災意識の向上 

 

【施策の方向】 

地震直後の災害から身を守るためには、自ら守る「自助」はもちろん、近隣の人々が助け合う

「共助」が極めて重要です。自助・共助・公助が相互に連携することで、被害を最小限に抑える

ことができ、また、早期の復旧・復興にもつながります。 

また、災害に対して、適切な意志決定や行動選択ができるよう、平常時から市民等の防災意識

の向上を図る必要があります。 

本節では、市民等の防災意識の向上を図るための基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 市民等に対する防災知識の普及 

市は、市民等に対して、あらゆる手段・機会を利用して防災知識の普及の徹底を図ります。 

その際には、要配慮者等への十分な配慮や被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に

十分配慮するよう各種広報紙や情報提供に努めます。 

１ 普及方法 

(1) 広報媒体等による普及 

ア 広報かまくら、市ホームページ等市の広報媒体による普及 

イ 津波ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、防災啓発冊子等防災関係資料の配布に

よる普及 

ウ 防災講演会や防災に関するイベント等の開催による普及 

エ テレビ、ラジオ等による普及（市の防災に関する取組を発信） 

(2) 防災講話や生涯学習活動を通じての普及 

(3) 自主防災組織を通じての普及 

第 29節 防災意識の向上 第１ 市民等に対する防災知識の普及 

第２ 児童・生徒等に対する教育 

第３ 社会福祉施設等における防災教育 

の推進 

第４ 市職員に対する教育 

第５ その他の防災知識の普及・啓発 

第６ 災害教訓の伝承 

第７ 企業防災の推進 
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２ 市民等に対する普及内容 

市は、関係機関と協力して、市民、自主防災組織、事業所の従業員等に対して、災害時にと

るべき措置、防災応急対策等、次の内容について、その周知を図ります。 

(1) 地震・津波に関する知識、地域の地震・津波災害の危険度等 

(2) 地震・津波発生時における正確な情報の入手方法 

(3) 市及び関係機関が講ずる防災応急対策等の内容 

(4) 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難の発令時にとるべき行動 

(5) 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をと

ること 

(6) 避難所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認 

(7) 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時にとるべき行動、避難場所や

避難所での行動 

(8) 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、あらかじ

め決めておくこと 

(9) 広域避難の実効性を確保するため、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

(10) 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど、生活の

再建に資する行動 

(11) 自主防災組織の活動内容 

(12) 地震保険への加入促進 

(13) その他地震対策に必要な事項 

３ 自主的な防災活動の普及 

市は、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のため、「防災とボラ

ンティアの日」（１月17日）及び「防災とボランティア週間」（１月15日～１月21日）等にお

いて、県、関係機関及びボランティア団体と協力して講演会、講習会、展示会等の行事を実施

します。 

４ 市民の心得 

市は、市民に対して、おおむね次の内容についての心得やその考え方の普及を図ります。 

(1) 平常時の心得 

ア 地域の避難所及び家族との連絡方法を確認すること。 

イ がけ崩れ、出水に注意すること。 

ウ 建物の耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止等の対策を実施すること。 

エ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意すること。 

オ 消火器、感震ブレーカーの設置、浴槽への水の確保、住宅用火災警報器の設置等初期消

火に備えること。 

カ 食料（最低３日分、推奨１週間分）、飲料水、トイレットペーパー、マスク、消毒液、

体温計、スマートフォンや携帯電話用の充電器、モバイルバッテリー等の備蓄、携帯トイ

レ、非常持出品（救急箱、常備薬、お薬手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）等の準備、
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自動車へのこまめな満タン給油等を行うこと。 

キ 隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合うこと。 

ク 自助・共助の精神の重要性について認識すること。 

ケ 地域等の防災訓練に積極的に参加し、震災時の行動力を身につけること。 

コ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備えを講ずること。 

(2) 発災時の心得 

ア 正しい情報に基づき冷静に行動すること。 

イ がけ、海、川には近寄らないこと。 

ウ 市民が協力して応急救護を行うこと。 

エ 秩序を守り、衛生に注意すること。 

オ 安否確認等は、東日本電信電話(株)の「災害用伝言ダイヤル（171）」、携帯電話事業

者の「災害用伝言板」等を活用すること。 

カ 避難行動要支援者への支援を行うこと。 

キ 災害時の男女双方の視点に配慮すること。 

ク 緊急地震速報を受けた時に適切な行動をとること。 

(3) 避難時の心得 

ア 氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型等）を携行すること。 

イ 非常食、飲料水、医薬品、懐中電灯、軍手、ラジオ、コンタクトレンズ・眼鏡の予備（コ

ンタクトレンズ常用者）等を携行すること。 

ウ 服装は軽装で素足をさけ、ヘルメットや頭巾等を着用し、雨具や防寒衣を携行すること。 

エ 来街者や観光客（外国人を含む）に避難方法・避難場所を案内すること 

オ 前各号のうち平常時から用意できる品物は、非常用袋に入れておくこと。 

カ 感染症流行期においては、分散避難の検討や感染症対策用品を携行すること。 

５ 自動車運転者等に対する周知 

市は、鎌倉市交通安全協会、県警察や交通安全関係団体等と連携を図りながら、自動車の運

転者等に対し、災害時における自動車の運行措置について様々な機会を通じて周知します。 

 

第２ 児童・生徒等に対する教育 

市教育委員会、学校等は、児童・生徒等に対して、災害に対する基礎的知識の習得を図るとと

もに、学校等で実施する防災訓練においては、様々な災害に応じた具体的な行動を取り入れるな

ど、防災教育の徹底に努めます。 

 

第３ 社会福祉施設等における防災教育の推進 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、地震災害等に関する基礎的知識や

災害時対応について、理解や関心を深めるための防災教育を推進します。 

 

第４ 市職員に対する教育 

市は、市職員の防災意識の更なる向上と専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成を
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図るため、新採用者等も含め訓練、講習会等を開催し、次の事項を中心に防災教育を推進しま

す。 

(1) 市地域防災計画の内容 

(2) 災害に関する知識 

(3) 市職員が果たすべき任務分担 

(4) 防災対策として現在講じられている対策 

(5) 災害が発生した場合に、具体的にとるべき行動 

(6) 今後、防災対策として取り組む必要のある課題 

(7) 感染症流行時に災害が発生した場合の対応 

 

第５ その他の防災知識の普及・啓発 

市は、南海トラフ地震臨時情報（「調査中」、「巨大地震注意」、「巨大地震警戒」）等の内

容、予想される震度・津波に関する知識、南海トラフ地震に関連する情報や緊急地震速報等が出

された場合、あるいは地震発生時にとるべき行動、正確な情報の入手方法、津波・がけ崩れ等の

危険地域、避難場所・避難路、備蓄や家具の転倒防止対策、住宅の耐震診断・耐震補強等につい

ての普及啓発に努めます。 

 

第６ 災害教訓の伝承 

市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関す

る調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一

般に閲覧できるよう公開に努めます。 

 

第７ 企業防災の推進 

１ 企業等における防災への取組 

企業等は、災害時における顧客、従業員の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域防

災活動への協力等の社会的な責務を十分認識したうえで、防災体制の整備、防災訓練の実施、

施設の耐震化・耐浪化や機能の分散化、復旧計画等各種計画の作成や見直し、燃料・電力等重

要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の

取組を継続的に実施するなど、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の

推進に努めます。 

更に、被災による事業停止による深刻な被害を回避するため、重要業務の継続を目的とした

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用に努めます。 

２ 企業等への指導・助言 

市は、事業所での安全確保、防災体制の整備等が十分に検討されていない企業等を把握した

場合は、実態に即した防災体制が確立されるよう助言します。 

また、災害時において一斉帰宅者の発生を抑制するため、従業員のほか、訪問者、利用者等

について、一時収容対策を図るよう要請します。 
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第30節 自主防災組織の育成強化 

 

【施策の方向】 

大規模地震等においては、公助による応急活動には限界があり、自分の身は自分で守る「自助」

や地域で互いに協力しながら助け合う「共助」が重要になってきます。 

地域・近隣住民の自助・共助に対する意識、連帯惑が被害を最小限に抑えることにつながり、

そうした観点からも自主防災組織活動の充実が重要となります。 

本節では、自主防災組織の育成強化や活動に係る基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 
 
 

第１ 自主防災組織の育成 

１ 自主防災組織の結成促進 

本市の自主防災組織の結成率は 90％を超えていますが、市は、地域の防災活動を促進する

ため、自主防災組織未結成地区における結成促進を図ります。 

なお、結成においては、女性の参画促進や多様な世代が参加できるよう、活動環境の整備

に努めます。 

２ 自主防災組織の育成・指導 

市は、自主防災組織が災害発生等に有効に活動できるよう、組織の充実強化を図るための指

導及び支援を行います。 

また、自主防災組織の活動を通じて、市民同士の連帯感と防災意識を高め、災害に強い地域

づくりを推進します。 

３ 自主防災組織の編成基準 

(1) 自主防災組織の編成 

自主防災組織がその機能を十分に発揮するために、あらかじめ組織の編成を定めておき

ます。組織の編成にあたっては、地域の実情に応じ次の点に留意します。 

ア 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要とされるため、

地域住民が連帯感を持てるよう適正な規模で編成します。 

イ 他地域への通勤者が多い地域は、昼間の活動に支障のないよう組織を編成します。 

ウ 地域内の事業所と協議のうえ、事業所の自衛防災組織と連携を密にします。 

 

第 30節 自主防災組織の育成強化 第１ 自主防災組織の育成 

第４ 地区住民及び事業者による地区

内の防災活動の推進 

第２ 自主防災組織の活動 

第３ 防災リーダーの育成 
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(2) 自主防災組織の規約及び防災計画 

自主防災組織を運営していくうえで基本的な事項については、規約を設けて明確にしま

す。 

また、規約に基づいて防災計画を作成し、平常時及び非常時の活動内容を策定します。  

４ 自主防災組織の活動支援 

市は、自主防災組織の活性化を図るため、次のような活動を支援します。 

(1) 防災資機材等の整備補助 

防災資機材等の整備にあたり、自主防災組織に対し「鎌倉市自主防災活動育成費補助金」

を交付します。 

(2) 自主防災組織育成のための職員派遣 

ア 要請による講習会等の防災知識の普及活動 

イ 防災訓練等の指導 

ウ 防災計画立案等の指導及び助言 

(3) 自主防災組織への資料提供 

自主防災組織の育成にあたり、次の資料を提供します。 

ア 防災知識普及に関する資料 

イ 防災組織の結成及び育成に関する資料 

(4) 防災訓練に係る補助 

ア 自主防災組織が実施する防災訓練のうち、消防職員の指導による消火訓練で、自主防災

組織が使用する訓練用消火器の購入等に対する補助を行います。 

イ 防災訓練開催に伴う経費について、自主防災組織連合会に加盟している自主防災組織に

おいて実施する場合には補助を行います。 

 

第２ 自主防災組織の活動 

自主防災組織の平常時及び発災時等の主な活動は、次のとおりです。 

１ 平常時の活動 

(1) 防災知識の普及 

様々な機会を活用して、地域住民に対し、防災に関する正しい知識の普及を図ります。 

(2) 防災訓練の実施 

発災時に、地域住民が適切な措置をとることができるよう、防災訓練を実施します。訓

練には、次のような個別訓練及びこれらをまとめた総合訓練があり、地域の特性を加味し

た訓練を実施します。 

ア 情報の収集伝達訓練 

イ 消火訓練 

ウ 救出・救助訓練 

エ 応急救護訓練 

(3) 防災点検の実施 

地域住民による家庭内の点検及び自主防災組織による地域の危険箇所等の点検を行いま
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す。 

(4) 防災用資機材等の整備・点検 

活動に必要な防災資機材の備蓄及び管理に努め、非常時において直ちに使用できるよう

にします。また、地域住民に対して、防災備蓄倉庫内の資機材の内容、使用方法等につい

て周知するよう努めます。 

２ 発災時の活動 

(1) 情報の収集伝達 

自主防災組織は、地域内に発生した被害の状況を、迅速かつ正確に市へ報告するととも

に、関係機関の提供する情報を地域住民に伝達し、的確な応急活動を実施します。 

このため、あらかじめ次の事項について検討し、定めておきます。 

ア 連絡をとる関係機関 

イ 関係機関との連絡のための手段 

ウ 関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必要に

応じて市に報告し、混乱・流言飛語の防止にあたります。 

(2) 出火防止及び初期消火 

各家庭に対し、火の元の点検・確認等の出火防止のための措置を講ずるよう呼びかける

とともに、火災が発生した場合は、消火器、水バケツ等を使い、隣近所と協力して初期消

火に努めます。  

(3) 救出・救助活動の実施 

家屋の崩壊やがけ崩れにより、下敷きになった人をジャッキ、バール、チェーンソー等

を用いて、速やかに救出活動を実施します。この場合、自らの安全確保を優先することと

します。 

(4) 応急救護活動の実施 

負傷者に対しては、外傷の応急手当を実施するとともに、医師の処置が必要な場合には、

仮設救護所等へ搬送します。 

３ 避難の実施 

市より避難指示が出された場合には、地域住民に対して迅速に広報し、円滑に避難場所へ

誘導します。 

なお、避難の実施にあたり、避難誘導責任者は、次のような危険がないことを確認しなが

ら誘導します。 

(1) 市街地………………………………火災、落下物、危険物 

(2) 山間部・起伏の多いところ………がけ崩れ、地すべり 

(3) 低地…………………………………浸水 

また、危険防止のため避難経路は、１ルートだけでなく、複数の道路をあらかじめ検討し

ておきます。 

更に、要配慮者に対しては、地域住民の協力のもとに避難させます。 
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４ 給食・救援物資の配布及びその協力 

被災者に対する炊き出しや救援物資の支給にあたっては、自主防災組織が保有している食料

等の配布を行うほか、市が実施する救援物資の配布活動に協力します。 

 

第３ 防災リーダーの育成 

市は、研修の実施等により、共助の中心となる防災リーダーや女性リーダーの育成を推進しま

す。 

 

第４ 地区住民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における防災力

の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施や物資等の備蓄、避難行動要支援者の避難支援体

制の構築等、自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画を作成することができます。 

市防災会議は、市と地域の防災活動の連携をより一層深めることを目的に、必要があると認め

るときは、地区住民等が作成する地区防災計画を本地域防災計画に定めます。 

市は、地域防災力の向上に向けて、各地区の特性に応じたコミュニティレベルでの防災活動を

尊重し、地域密着型の防災計画として地区防災計画の作成を支援・推進します。 
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第31節 防災訓練の実施 

 

【施策の方向】 

大規模地震が発生した場合に、迅速・適切な災害応急対策を実施できるよう、過去の災害教訓

等を踏まえ、平常時から実践的な防災訓練を継続的に実施することが重要です。 

本節では、防災訓練の実施について基本的な方針を定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

第１ 多様な防災訓練の実施 

市は、地震被害想定調査の結果や地域の実情等を踏まえ、大規模火災や津波等、多様な場面を

想定した防災訓練を実施します。その際には、被災時の男女のニーズの違いや要配慮者等に十分

配慮した訓練の実施に努めます。 

また、夜間や市内における大規模災害の発生、県内外における広域的な対応訓練を実施するな

ど、地震発生時の対応行動の習熟に努めるとともに、要配慮者を含めた実践的な訓練を実施しま

す。更に、訓練後には、訓練成果を取りまとめ、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善

を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう努めます。 

なお、防災訓練には、次のような種類があります。 

１ 防災訓練の種類 

(1) 総合防災訓練 

各種災害を想定して、関係機関、各事業所、市民その他関係団体等の協力を得て、業務

（事業）継続計画（ＢＣＰ）の実効性の確認を含めた応急対策活動を総合的に実施します。 

(2) 避難所運営訓練 

災害時における避難所の開設運営が円滑に行われるよう、炊き出し訓練や仮設トイレの

設置訓練等の避難所運営訓練を実施します。 

(3) 通信訓練 

地震情報や津波警報・注意報等の情報の受伝達、災害時の被害状況の把握及び応急対策

の指示を迅速かつ適切に行えるよう、必要に応じて通信訓練を実施します。 

(4) 参集訓練 

勤務時間外に災害が発生した場合に、災害に対処するため必要な人員を早期に参集・動

員し、活動体制を確立するための訓練を実施します。 

(5) 災害対策本部等設置、運営訓練 

災害発生時を想定し、災害対策本部等の設置及び運営訓練を実施します。また、訓練に

際しては、図上訓練の実施により、参加者の意思決定と役割・行動の検証を図ります。 

(6) 消防訓練 

火災の防ぎょ及び避難者の安全確保等火災による被害を軽減するため、消防活動訓練を

第 31節 防災訓練の実施 第１ 多様な防災訓練の実施 
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実施します。 

(7) 避難訓練 

避難指示、避難誘導等、地域住民を安全に避難させるための訓練を実施します。 

(8) その他の訓練 

必要に応じ、独自に、又は関係機関と連携、協力して個別訓練を実施します。 
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第１節 応急活動体制 

 

【実施主体】 

市 全部署、消防団 

関係機関 横浜地方気象台、鎌倉警察署、大船警察署 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市域内に大規模地震が発生し、甚大な被害が発生するおそれがある場合、市は、速やかに災害

対策本部の設置、要員の確保を行い、初動体制を確立するとともに、関係機関と緊密な連携を図

りながら応急対策を行うなど、災害の拡大を防止するための活動体制を整備します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 応急活動期に留意すべき事項 

東日本大震災は、いかなる人間の知恵をもってしても、自然災害の発生を防ぎきることの難し

さを私たちに知らしめました。更に、一つの災害により他の災害が誘発されることも、改めて認

識しました。こうした自然災害の脅威と正面から向き合いながら、尊い命や築き上げてきた営み

を守ることは、国、県、市、市民、企業等の大きな責務です。 

「想定外」という言葉を繰り返さないように、「予断」と「楽観」を避け、厳しい事態を想定

しながら、柔軟かつ機敏に対応することが求められます。 

１ 「予断」と「楽観」のない対応 

(1) 予断と楽観の排除 

被害の発生に際しては、あらゆる可能性を直視し、根拠の乏しい「予断」と「楽観」を

避け、より厳しい事態を想定して対応する必要があります。 

(2) 「平常時」を基準としない対応 

災害時には、あらゆる場面で平常時と同じ条件下にはありません。「平常時」を物差し・

基準として対応を考え、あるいは対策を決定することは、多くの場合禁物です。 

また、平常時に備えていないことは、対応できないということも東日本大震災の教訓と

なりました。 

第１節 応急活動体制 第１ 応急活動時期に留意すべき事項 

第４ 職員の非常配備 

第３ 災害対策本部等の設置 

第２ 初動活動 
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２ 「時間との競争」と変化や多様性への対応 

(1) 限られた情報下での適時の判断 

災害発生直後は、被災地から正確な情報を十分に得て対策を行うことが困難です。限ら

れた情報の中で、いかに的確に状況を把握・想定し、適時に判断するかが重要です。 

また、広域的な視野を持ち、複合的な災害も考慮し、必ずしも想定した状況とならない

ことも踏まえて、災害発生後の被害状況等を物差しとして判断する必要があります。 

(2) 「時間との競争」への対応 

「命を守る」ことを第一として、災害時には一刻も早い対応が求められます。対応の遅

れは深刻で回復困難な事態をもたらしかねません。すべての対応が「時間との競争」であ

ることを意識し、時々刻々と変化する状況を的確に把握しながら、あらゆる場面において

状況に応じて迅速に対応することが重要です。 

(3) 経時的な変化や多様性への対応 

災害発生後、時間が経過するにつれて、被災者等のニーズは変化します。気候や周辺環

境の変化によるものもあれば、日常性を取り戻すことに向けた変化もあります。 

また、年齢、性別、障害等の有無、国籍等被災者の多種多様な状況・事情への配慮も必

要です。 

被災者の支援においては、こうしたニーズの変化や被災者の多様性に柔軟かつ機敏に対

応することが重要です。 

 

第２ 初動活動 

地震発生直後から実施する初動活動について、①勤務時間内、②勤務時間外に地震が発生した

ケースに分けて、その対策を定めます。 

 

 

 

 

 

１ ケース１：勤務時間内及びその前後に地震が発生した場合 

(1) 地震直後の緊急措置 

勤務時間内及びその前後に地震が発生した場合、地震直後の緊急措置として、職場ごと

に、次の措置を実施します。 

ア 市役所等各公共施設の被害状況の把握と初期消火 

担当部は、市役所等各公共施設の被害状況を把握し、災害対策本部へ速やかに報告しま

す。また、火災が発生した場合は、まず初期消火に努めます。 

イ 来訪者等の安全確保と避難誘導 

職員は、各施設への来訪者の安全を確保し、火災発生等避難が必要と判断されるときは、

安全な場所へ避難誘導します。 

① ケース１：勤務時間内及びその前後に地震が発生した場合 

② ケース２：勤務時間外等平日夜間及び土日祝日に地震が発生した場合 



第２章 地震・津波災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

 

地震津波-81 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

ウ 立ち入り規制や緊急防護措置 

担当部は、被害の状況により、各公共施設の内外にわたり、危険箇所の立入り規制や薬

物・危険物等に対し緊急防護措置を行います。 

エ 非常用自家発電機能、通信機能の確保 

担当部は、非常用自家発電設備や通信設備の被害状況を把握するとともに、自家発電機

能や通信機能を確保します。 

(2) 地震情報の収集・伝達 

各部局は、地震発生直後「本章 第２節 情報収集・伝達・広報」に定める内容に基づき、

県防災行政通信網、市設置震度計、テレビやラジオ等から地震情報を収集します。 

(3) 災害対策本部等の設置 

市長は、地震による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害対策基本法第

23条の２第１項の規定及び鎌倉市災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置します。 

なお、震度５強以上の地震が発生した場合は、災害対策本部内に応急危険度判定委員会

を設置し、必要に応じ建築物等（民間施設も含む）の応急危険度判定や被災宅地危険度判

定を行うなど、各部局において災害時応急業務を円滑に進めるための各種組織の設置を行

います。 
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図 勤務時間内地震発生対応フロー 

（ケース１：勤務時間内及びその前後に地震が発生した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在庁者の安全確保 
・庁舎防護措置 等 

６ 職 員 配 備  

地 震 発 生 

１ 地震直後の緊急措置 

２ 地震情報･津波警報等の収集 

地 震 情 報 津波警報等 

震度５(強)以上 

３ 津波警報等の伝達 

４ 緊急津波対策 

５ 災害対策本部（１・２号配備） 

の設置 

 

５ 災害対策本部（３号配備）

の設置 

震度５(弱) 大津波警報 津波警報 

７ 災 害 情 報 の 収 集 

８ 広 域 応 援 要 請 

９ 自衛隊災害派遣要請 

10 応 急 体 制 の 確 立 

・市設置震度計 
・県防災行政通信網 
・テレビ･ラジオ 

・防災行政用無線 
・防災安全情報メール 
・ジェイコム湘南・神奈川 
・鎌倉エフエム放送 
 等 

・避難指示 
・避難誘導 
・門扉閉鎖 

・警察情報 
・地域班情報 
・ライフライン情報 
・各部別情報 

重点活動体制の確立 

①人命救助（レスキュー、 

      医療救護） 

②火災鎮圧 

③避難場所、被災者収容 

 施設の開設 

④被災者救援 

応急危険度判定

委員会の設置 

応急危険度 

判定等活動 
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２ ケース２：勤務時間外等平日夜間及び土日祝日に地震が発生した場合 

(1) 地震情報の収集 

職員は、勤務時間外等平日夜間及び土日祝日に地震の発生を知ったとき、各自テレビ、

ラジオ等から速やかに地震情報を収集します。 

(2) 職員参集 

次の事由が発生した場合、各自はあらかじめ定められた部署へ自動参集します。この際、

職場や参集場所へ登庁するかどうかの電話による問い合わせは、行わないものとします。 

職員の自動参集基準は、鎌倉市職員の初動時非常配備要綱に基づきます。 

なお、震度５強以上の地震が発生した場合は、災害対策本部内に応急危険度判定委員会

を設置し、必要に応じ建築物等（民間施設も含む）の応急危険度判定や被災宅地危険度判

定を行うなど、各部局において災害時応急業務を円滑に進めるための各種組織の設置を行

います。 

(3) 地震直後の緊急措置 

市役所本庁舎及び各庁舎の緊急措置は次のとおりです。 

ア 市役所本庁舎及び各庁舎の被害状況の把握 

イ 被害状況を踏まえた各庁舎の緊急防護措置 

ウ 各庁舎内の安全確保（初期消火、飛散ガラス処理等） 

エ 非常用発電機能や通信機能の点検等 
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図 勤務時間外地震発生対応フロー 

 

（ケース２：勤務時間外等平日夜間及び土日祝日に地震が発生した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職員の自動参集基準については、鎌倉市職員の初動時非常配備要綱に基づきます。 

応急危険度判定

委員会の設置 

応急危険度 

判定等活動 

地 震 発 生 

１ 地震情報･津波警報等の収集 

地 震 情 報 津波警報等 

震度５(強)以上 

２ 津波警報等の伝達 

５ 職員参集（自動参集※） 

３ 緊急津波対策 

５ 職 員 参 集  

４ 災害対策本部（３号配備） 

の設置 

７ 職 員 配 備  

震度５(弱) 大津波警報 津波警報 

８ 災害情報の収集・伝達 

９ 広 域 応 援 要 請 

10 自衛隊災害派遣要請 

11 応 急 体 制 の 確 立 

・市設置震度計 
・県防災行政通信網 
・テレビ･ラジオ 

・避難指示 
・避難誘導 
・門扉閉鎖 

・地域班情報 
・警察情報 
・ライフライン情報 
・各部情報 

重点活動体制の確立 

①人命救助（レスキュー、 

      医療救護） 

②火災鎮圧 

③避難場所、被災者収容 

 施設の開設 

④被災者救援 

・防災行政用無線 
・防災安全情報メール 
・ジェイコム湘南・神奈川 
・鎌倉エフエム放送 
 等 
 

・自動参集 
・参集区分 

６ 緊 急 措 置  ・各庁舎の防護措置 

４ 災害対策本部（１・２号配備） 

の設置 
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第３ 災害対策本部等の設置 

市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で市長が必要と認めたときは、災害対策

基本法第23条の２第１項及び鎌倉市災害対策本部条例に基づき、災害対策本部を設置します。 

この設置があった場合には、直ちに関係機関に通知するとともに、市役所本庁舎に災害対策本

部の標示を行います。 

災害対策本部は、災害の規模、程度によってそれぞれ配置をするほか、本部を置く程度に至ら

ない災害にあっては、鎌倉市災害対策本部条例施行規則の事務分掌を準用するとともに、平常時

の市の組織をもって対処します。 

１ 災害対策本部の設置 

(1) 組織 

災害対策本部の組織は、鎌倉市災害対策本部条例及び鎌倉市災害対策本部条例施行規則

に定めるところによります。 

(2) 災害対策本部の設置基準 

災害対策本部の設置基準は、次に示すとおりです。 

災害対策本部の設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

ア 災害対策本部の設置場所 

災害対策本部は、市役所本庁舎に設置します。ただし、被災等のため、市役所本庁舎の

使用が不可能となった場合は、消防本部庁舎内（大船）に設置します。 

イ 配備 

（ｱ）災害対策本部は、防災活動の強力な推進を図るため、事態の状況に応じて配備の体制

を整えます。 

（ｲ）配備の基準については、鎌倉市災害対策本部条例施行規則に定めるところによります。 

ウ 災害対策本部の事務分掌 

災害対策本部の事務分掌は、鎌倉市災害対策本部条例施行規則に定めるところによりま

す。 

(3) 災害対策本部の解散基準 

災害対策本部長は、災害が発生するおそれが解消したと認められるとき、又は災害応急

対策がおおむね完了したと認められるとき、災害対策本部を解散します。 

(4) 災害対策本部の設置及び解散の連絡 

災害対策本部長は、災害対策本部を設置し、又は解散したときは、県知事、関係機関、

報道機関等に連絡します。 

● 東海地震注意報が発表されたとき。 

● 市内で｢震度５弱｣以上の地震が観測されたとき。 

● 隣接する行政区（藤沢市、逗子市、横浜市栄区・金沢区・戸塚区）の地震震度観測地点

において｢震度５弱｣以上の地震が観測されたとき。 

● 気象庁の津波予報区の相模湾・三浦半島に「大津波警報」が発表されたとき。 

● 市内において、地震による重大な被害が発生し、又は被害の発生するおそれがあるとき。 



第２章 地震・津波災害応急対策計画 

第１節 応急活動体制 

地震津波-86 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

２ 現地災害対策本部の設置運営等 

(1) 現地災害対策本部の組織及び運営 

市現地災害対策本部及び運営は、災害対策本部の組織及び運営を準用します。 

(2) 現地災害対策本部の開設 

ア 現地災害対策本部長は、災害発生の場合、速やかにその状況を把握し、必要と認めると

きは、直ちに現地災害対策本部を開設するとともに、県知事及び関係機関に通知します。 

イ 関係機関は、すべて現地災害対策本部に参加し、相互に緊密な連携を図ります。 

(3) 連絡調整会議 

ア 会議の開催 

災害対策本部長は、応急対策の事前調整を行うため必要と認めたとき、又は出動機関の

長から申し出があったときは、現地災害対策本部において、災害の状況からみて市で処理

できると認めるときに、連絡調整会議を開催します。 

イ 協議事項 

（ｱ）応急対策実施に関する基本方針 

（ｲ）各出動機関の分担作業種別及び区域 

（ｳ）その他必要事項 

ウ 専門機関の長の意見 

連絡調整会議における調整は、応急対策実施についての専門機関の長の意見を求めて行

います。 

(4) 職務・権限の代行 

災害対策本部長が不在の場合は、鎌倉市災害対策本部条例第２条により災害対策副本部

長が代理するものとします。 

 

◆ 資料８－３：鎌倉市災害対策本部条例 

◆ 資料８－４：鎌倉市災害対策本部条例施行規則 
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第４ 職員の非常配備 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策活動に必要な市職員の非常配備

に関しては、おおむねこの計画の定めるところによります。 

１ 非常配備計画 

(1) 非常配備体制の編成 

ア 非常配備体制は、非常配備基準に基づき編成します。ただし、災害対策本部長は、災害

の種類、規模、発生の時期、その他により必要と認められるときは、非常配備基準と異な

る体制を編成することができます。 

イ 消防本部の非常配備は、消防長が行います。 

(2) 非常配備の方法 

ア 勤務時間中及びその前後における配備体制の伝達 

（ｱ）災害対策本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、随時本部員会

議を招集し、その事態に応じた配備体制を協議して、非常配備を指示します。 

（ｲ）各庁舎内職員に対しては庁内放送等で、出先機関の市職員に対しては所管部長を通じ

て、直ちに配備体制を伝達します。 

（ｳ）市職員は、被災その他の事情により所定の場所に集合できないときは、所属長の指示

を受けます。 

イ 休日・夜間における配備体制の伝達 

市職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、テレビ、ラジオ、情報通

信端末等により、地震・津波に関する情報や被害状況、警戒宣言発令等の情報を知るよう

に努めるとともに、鎌倉市災害対策本部条例、鎌倉市災害対策本部条例施行規則、鎌倉市

職員の初動時非常配備要綱・地震発生初動時職員行動マニュアルに基づき行動します。 

(3) 職員の非常配備計画 

ア 非常配備体制の基準 

基本的な配備及び非常配備計画は、鎌倉市災害対策本部条例施行規則の定めるところに

よります。 

警戒宣言発令時等及び地震災害時の非常配備は、気象庁より南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）が発表されたとき、市内又は隣接する行政区（藤沢市、逗子市、横浜市

栄区・金沢区・戸塚区）において「震度５強」以上の地震が発生したとき、又は大津波警

報が発表されたときは、鎌倉市災害対策本部条例施行規則第10条に規定する非常配備体制

に基づき、速やかに非常配備につきます。 
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表 地震・津波災害における非常配備体制 

種別 発令基準 配備職員 

１号及び２号配備 

（準備体制） 

（警戒体制） 

・市内で震度５弱の地震が観測されたとき。 

・隣接する行政区（藤沢市、逗子市、横浜市栄区・

金沢区・戸塚区）の地震震度観測地点において震

度５弱の地震が観測されたとき。 

・気象庁が相模湾・三浦半島津波予報区に「津波警

報」を発表したとき。 

鎌倉市災害対策本

部条例施行規則別

表第１に定める配

備編成計画に基づ

く班の職員 

３号配備 

（非常体制） 

・東海地震注意報が発表されたとき。 

・市内で震度５強以上の地震が観測されたとき。 

・隣接する行政区の地震震度観測地点において震度

５強以上の地震が観測されたとき。 

・気象庁が相模湾・三浦半島津波予報区に「大津波

警報」を発表したとき。 

・市内において、地震による重大な被害が発生し、

又は被害の発生するおそれがあるとき。 

全職員 

 

イ 非常配備体制名簿の作成 

所属長は、あらかじめ非常配備体制の基準に従い非常配備体制名簿を作成するとともに、

所属職員に周知し、応急対策に万全を期します。 

なお、この名簿は、異動等により変更があったとき直ちに修正します。 

ウ 非常配備及び連絡の順序 

（ｱ）所属長は、非常配備１号～３号の順序において市職員へ伝達方法・手段の確立を図り

ます。 

（ｲ）伝達は、非常配備体制名簿により電話等で行います。 

(4) 職員の派遣要請 

市は、災害時応急活動のため必要があるときは、災害対策基本法等の関係法令、相互応

援協定等により、国、県、他市町村等に対して職員の派遣を求め、災害対策の万全を期し

ます。 

派遣された職員の宿泊施設は、市の施設利用を前提に、被災状況に応じて民間施設の活

用も想定します。 

２ 職員の心構え 

(1) 職員は、あらかじめ定められた非常配備体制及び自己の任務を十分に習熟しておきます。 

(2) 参集手段は徒歩又は二輪車（自転車、オートバイ等）を基本としますが、公共交通機関

の利用が可能な場合は活用します。 

(3) 服装は活動しやすいものとし、帽子又はヘルメットを着用し、安全で機能的な服装とし

ます。 

(4) 災害の状況によっては、行政の態勢が整うまで日時を要したり、当面帰宅できないこと

等も想定されるため、飲料水、簡易な食料品、洗面具、着替え等必要なものを持参します。 

(5) 参集途上の道路被害、がけ崩れ、建物の倒壊、火災等、被害状況を把握しながら参集し
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ます。 

(6) 家屋等の倒壊、瓦等の落下物に注意するとともに、火災発生地域では急激な延焼のおそ

れがあるため、延焼範囲（風下側）を避けて参集します。 

(7) 陥没、落下物等が想定されるため、夜間の通行は十分注意します。 

(8) 切れた電線には近づかないようにするほか、ガス漏れの可能性があるため、火気に十分

注意するなど適切に行動します。 

(9) 参集途上の緊急措置として、参集途上において火災あるいは人身事故等に遭遇した場合

は、付近住民と協力し、消火・救助を第一とするとともに、最寄りの消防署等に通報しま

す。 

３ 職員の勤務ローテーションと健康管理 

市は、勤務ロ－テーションの確立と健康管理職員の応急対策に従事する期間が長期にわたる

ときは、非常配備計画に沿った勤務ローテーションを確立し、職員を適宣交代させるなどして

心身の健康管理に十分配慮するよう努めます。 

 

◆ 資料８－４：鎌倉市災害対策本部条例施行規則 
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第２節 情報収集・伝達・広報 

 

【実施主体】 

市 
本部連絡班、秘書広報班、公的不動産活用班、調査班、建築指導班、緑地がけ

地班、警防班、鎌倉班、大船班 

関係機関 横浜地方気象台 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

地震災害応急対策を実施するうえで最も重要な項目である情報収集伝達、災害情報等を市民・

滞在者等へ迅速・的確に伝達するための広報計画、報道機関との連携等について定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

第１ 緊急災害情報の収集 

１ 収集すべき緊急災害情報 

各部局は、地震発生直後に、次の情報を迅速に収集します。 

表 発災直後に収集しなければならない緊急災害情報 

 
 

種 別 内  容 

①警察情報 ○けが人・生き埋め・死者教 

○道路交通情報・交通規制状況 

②消防情報 ○火災・延焼情報 

○救急・救助活動情報 

○津波警報等 

③地域班情報 ○人的被害情報 

○建物倒壊・火災等被害情報 

○避難等市民行動情報 

○河川被害情報 

○道路・橋りょう被害情報 

○がけ崩れ、崩壊危険箇所情報 

④職員参集時収集情報 ○建物倒壊・火災等区内の被害全体情報 

○避難等市民行動情報 

○避難所施設の安全、開設情報等 

第２節 情報収集・伝達・広報 第１ 緊急災害情報の収集 

第３ 被害情報の収集・伝達 

第２ 地震情報の収集・伝達 

第４ 災害時広報 
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２ 緊急災害情報の収集方法 

(1) 参集時の情報収集 

地震発生直後、職員は参集過程で、道路被害やがけ崩れ、建物の倒壊、火災等の状況を

把握しながら収集し、参集先へ報告します。 

また、各部局は電話等を通じて災害対策本部へ報告します。 

(2) 地域班による情報収集 

ア 地域班は、事前に任命された職員等で構成し、災害発生直後参集した班により２名１チ

ームで班を編成し、被災地区の情報収集を行います。 

イ 地域班は、自転車等により移動し、携帯電話等を活用して被害状況等の情報収集を行う

とともに、被災地の状況を地図等に記録します。 

ウ 記録した地図等は、災害対策本部が集約し、初動期災害情報として緊急・応急対策に活

用します。 

(3) 異常現象発見者からの情報収集 

災害が発生し、又は発生のおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちに市又は消防

本部、警察官に通報するものとします。 

市は、通報を受けた場合、迅速に、県及び関係機関に伝達するものとし、その現象が自

然現象であるときは、横浜地方気象台に併せて通報するものとします。 

(4) 情報収集機器の活用 

市は、インターネット、ライブカメラ等の情報収集機器を最大限に活用し、迅速な情報

収集に努めます。 

 

第２ 地震情報の収集・伝達 

１ 地震情報等の伝達基準 

地震情報及び津波警報・注意報等は、横浜地方気象台から県に連絡された情報が、県防災行

政通信網により、即時に市に伝達されます。県における市への地震情報等の伝達基準は、次の

とおりです。 

 

種 別 内  容 

⑤ライフライン情報 ○電気・ガス・水道・通信・鉄道事業者からの被害情報と復旧情報 

⑥各部局別情報 ○各部局からの被害状況等の情報 

⑦アマチュア無線情報 
及びタクシー無線情報 

○被災現場等情報 
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表 地震情報の伝達基準 

情 報 伝達基準 

地
震 

県内最大震度２以下 伝達は行われない 

県内最大震度３以上 
地震情報等及び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 

南
海
ト
ラ
フ
地
震 

南海トラフ地震臨時情報 
（調査中） 

市へ伝達される 

南海トラフ地震臨時情報 
（巨大地震注意） 

南海トラフ地震臨時情報 
（巨大地震警戒） 

南海トラフ地震臨時情報 
（調査終了） 

 

表 津波警報等の伝達基準 

情 報 伝達基準 

津
波
警
報
等 

津波注意報 

市へ伝達される 津波警報 

大津波警報 

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 伝達は行われない 

沿岸15市町で最大震度
４以上を観測 

市へ津波注意喚起が伝達

される 

※津波警報等については、津波予報区の東京湾内湾又は相模湾・三浦半島において発表された場合が対象となります。 

２ 地震に関する情報の種類と内容 

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって、気象庁から次のような情報が発表されます。 

 

表 地震に関する情報の種類と内容 

情報の種類 発表基準 内 容 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観

測した地域名（全国を188地域に区分）と地

震の揺れの検知時刻を速報 

震源に関す

る情報 

震度３以上（津波警報又は注意報を発表

した場合は発表しない） 

「津波の心配がない」又は「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配はな

い」旨を付加して、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表 
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情報の種類 発表基準 内 容 

震源・震度

に関する情

報 

次のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報・注意報発表又は若干の海面

変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表した場合 

・地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度３以上の地域名と

市町村毎の観測した震度を発表 

・震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の市町村名を発表 

各地の震度

に関する情

報 

震度１以上 

・震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表 

・震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、そ

の地点名を発表 

※地震が多数発生した場合には、震度３以

上の地震についてのみ発表し、震度２以

下の地震については、その発生回数を「そ

の他の情報（地震回数に関する情報）」

で発表 

遠地地震に

関する情報 

国外で発生した地震について次のいず

れかを満たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部等、著しい被害が発生する可能

性がある地域で規模の大きな地震を観

測した場合 

・地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）をおおむね30

分以内に発表 

・日本や国外への津波の影響に関しても記

述して発表 

その他の 

情報 

顕著な地震の震源要素を更新した場合

や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

地震が多発した場合の震度１以上を観測し

た地震回数情報等を発表 

推計震度分

布図 
震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１

km四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表 

 

地震情報で用いられる神奈川県内の地域名は、次のとおりです。 
 

表 震度情報で用いる地域名称 

神奈川県東部 

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三

浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、三浦郡［葉山町］、高座郡［寒川

町］、中郡［大磯町、二宮町］ 

神奈川県西部 

小田原市、相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、足柄上郡［中井

町、大井町、松田町、山北町、開成町］、足柄下郡［箱根町、真鶴町、湯河原

町］、愛甲郡［愛川町、清川村］ 
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３ 地震情報等の収集・伝達 

(1) 市は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等により地震情報等を受理したときは、

防災行政用無線等を通じて直ちに市民等に伝達するとともに、避難情報の発令の措置を行

います。 

(2) 市は、地震や津波の発生に伴い避難情報の発令の措置を行ったときは、防災行政用無線

等を通じて市民等に伝達するとともに、テレビ、ラジオ等を通じた市民等への迅速な周知

に努めます。 

また、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等について、市民等が正確に理解でき

るわかりやすい表現を用い、反復継続した周知に努めます。 

 

第３ 被害情報の収集・伝達 

１ 被害状況収集体制の確立 

市及び関係機関は、迅速に情報を収集するため、被害状況収集等体制を確立します。 

２ 被害状況及び災害情報の報告 

(1) 被害状況等の報告は、有線又は無線電話等のうち、最も迅速・確実な手段を使います。 

(2) 有線が途絶した場合は、防災行政用無線、消防無線、県防災行政通信網、警察無線、ア

マチュア無線、その他の無線を利用します。 

(3) 通信手段が不通の場合は、通信可能な地域まで伝令を派遣するなど、あらゆる手段を用

いて報告します。 

(4) 災害の状況により、｢災害時における応急対策の協力に関する覚書｣に基づき、市内に所

在する郵便局に対し、被災状況の収集・提供の協力を要請します。 

３ 情報の整理分析及び一元管理、共有化 

市は、収集した被害状況、活動状況等の情報は、整理・分析して、応急対策活動に活用して

いきます。 

また、応急対策活動を迅速かつ的確に実施するため、収集・発信した情報が錯そうしないよ

う、情報の一元管理及び全庁での共有化を図ります。 

４ 災害通報等の処理及び報告 

(1) 市民からの災害通報、被害状況等を受けた市職員は、市関係課等へ通知します。 

(2) 前記により通知を受けた市関係課等は、直ちに必要な措置等を行うとともに、災害対策

本部に報告します。 

５ 地震発生後の被害の第１次情報の収集・連絡 

(1) 市は、地震発生直後において、各庁舎及びその周辺に関する概括的被害情報、ライフラ

イン被害の範囲等、被害の規模を推定するための関連情報の収集に当たります。 

(2) 市は、人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況や火災、津波、

土砂災害の発生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災害情報管理システム等により県へ連絡します。ただし、通

信の途絶等により県に連絡できない場合は、消防庁へ連絡します。 
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(3) 市は、特に、行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報である

ため、住民登録の有無にかかわらず、市域内で行方不明となった者について、関係機関の

協力に基づき正確な情報の収集に努めます。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明

した場合には、当該登録地の市町村又は県（外国人のうち、旅行者等住民登録の対象外の

者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に報告します。 

６ 被害調査 

被害調査及び報告については、次のとおりです。 

(1) 住家等被害調査 

住家等被害調査は、国の被害認定の指針等に基づき調査し、災害対策本部に報告します。 

(2) 市有建物被害調査 

市有建物被害調査は、国の被害認定の指針等に基づき調査し、災害対策本部に報告しま

す。 

(3) その他の被害調査 

その他の被害調査は、それぞれ各所管課等が調査を行い、災害対策本部に報告します。 

(4) 被害の調査要領 

被害程度の調査にあっては、被害の分類認定基準によります。 

７ 県への報告 

(1) 報告の方法 

県への被害報告は、県災害情報管理システムにより報告します。ただし、県災害情報管

理システムにより報告できない場合は、県防災行政通信網等により報告します。 

(2) 報告の種類及び様式  

市は、次の区分により、県に被害状況、災害時応急活動等を報告します。ただし、県に

報告できない状況が生じた場合には、直接、国（消防庁）に報告します。 

なお、報告様式については、神奈川県災害情報管理システム運営要綱の定めるところに

よります。 

 

表 報告の区分・内容 

報告区分 報告内容 

災害発生報告 
災害が発生した場合は、速やかにその内容について報告します。 

また、新たな被害状況が判明した場合も同様とします。 

中間報告 被害の全容がおおむね明らかになったものから逐次報告します。 

確定報告 被害が最終的に確定したときに報告します。 

避難状況・救護所開設 

状況報告 

避難を指示した場合及び避難所を開設した場合は、その内容につい

て報告します。 
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(3) 消防庁への直接通報 

市は、市内で「震度５強」以上を記録する地震が発生した場合、被害の有無を問わず、

第一報については、県への報告と併せ、消防庁に直接通報します。 

８ 災害時における記録保存 

市は、被害状況の確認、記録保存のため、取材をはじめ、災害応急対策活動にあたる者と相

互に協力して、災害時における記録写真を撮影するものとします。 

また、関係機関と緊密な連絡をとり、情報の提供を求め、災害及び応急対策の状況等に関す

る資料を収集します。 

 

第４ 災害時広報 

市は、市民等に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、市民が適切な判

断による行動ができるよう、広報活動を展開します。 

なお、「情報伝達」とは、被災者や被災地域を特定し得るもので、伝達すべき相手に確実に届

けなければならないものをいい、「広報活動」とは、不特定多数を対象としたものをいいます。 

１ 災害時広報の実施 

(1) 災害時の情報伝達及び広報活動の実施 

市は、速やかに広報活動を実施するものとし、広報内容については、常に最新の情報を

提供するとともに、同時期に異なる情報が流れないよう注意します。 

特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援

に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう

努めます。 

(2) 広報事項 

広報事項の主なものは次のとおりです。 

ア 災害の状況に関すること 

（ｱ）地震、津波の情報に関すること 

（ｲ）交通機関、道路の被害に関すること 

（ｳ）ライフラインの被害に関すること 

イ 避難に関すること 

（ｱ）避難情報に関すること 

（ｲ）避難施設に関すること 

ウ 応急対策の状況に関すること 

（ｱ）仮設救護所の開設に関すること 

（ｲ）交通機関、道路の復旧に関すること 

（ｳ）ライフラインの復旧に関すること 

エ その他生活に必要なこと（二次災害防止情報を含む） 

（ｱ）給水、給食に関すること 

（ｲ）ライフラインによる二次災害防止に関すること 

（ｳ）防疫に関すること 
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（ｴ）臨時災害相談に関すること 

オ その他必要な情報 

(3) 情報伝達の方法 

市は、災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、避難誘導等緊急的な内

容については、防災行政用無線等の情報伝達手段のうち、適切な方法を選択して行います。 

特に緊急を要する場合には、報道機関との「災害時の放送に関する協定」に基づき、放

送要請を行います。 

(4) 広報活動の方法 

ア 直接広報 

市は、広報事項に応じて、次の方法により直接的な広報活動を行います。 

（ｱ）防災行政用無線 

（ｲ）鎌倉市防災・安全情報メール 

（ｳ）市ホームページ 

（ｴ）ソーシャルメディア（ツイッター等） 

（ｵ）ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川） 

（ｶ）鎌倉エフエム放送 

（ｷ）緊急速報メール（エリアメール） 

（ｸ）災害広報紙 

イ 放送機関への要請 

市は、災害の状況により、｢災害時緊急放送の協力に関する協定書」に基づき、(株)ジ

ェイコム湘南・神奈川及び鎌倉エフエム放送(株)に対し、緊急放送の協力を要請します。 

ウ 報道機関への要請 

市は、必要に応じプレスルームを設置し、かつ収集した災害情報や市の対策の重要事項

を報道機関に発表し、情報提供に努めるとともに、迅速かつ的確な報道について協力を得

るよう努めます。 

また、報道機関から対策本部等への取材や情報提供についても、プレスルームで行うも

のとし、不正確で混乱した情報が流れないよう、情報提供の窓口を一元化します。 

（ｱ）新聞各社 

（ｲ）テレビ各社 

（ｳ）ラジオ各社 

（ｴ）民間情報紙各社 

エ 要配慮者への広報 

災害時に迅速かつ的確な行動がとりにくい高齢者、障害者及び外国人等に対する広報に

ついては、各種ボランティア団体等との連携を図るなどして、文字情報の点字化、多言語

化、手話通訳によるテレビ放送等の実施に努めます。 

(5) 広報計画の作成 

市は、災害の発生が予想される場合には、そのときの状況に応じて災害時広報計画を作

成し、時期に適した漏れのない広報の実施に努めます。 
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２ 通信の運用 

(1) 通信手段の確保 

ア 災害時の通信手段 

災害時に関する予報、警報及び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、有線電話（加入電話）、携帯電話、衛星電話、無線通信によ

り速やかに行います。 

イ 通信の円滑化 

災害対策本部は、地震災害等広域災害発生時においては、有線電話及び無線通信とも混

乱することが予想されるため、円滑な通信を実施するよう努めます。 

ウ 市役所本庁舎及び出先機関のインターネット回線と庁内ＬＡＮの確保 

市は、災害発生時には、市役所本庁舎及び出先機関におけるインターネット回線並びに

庁内ＬＡＮの接続を確認し、被害を受けている場合には早期の復旧に努め、通信システム

の稼働を確保します。 

エ 通信施設の応急対策 

通信施設の所有者又は管理者は、発災後速やかに通信施設を点検し、被害を受けた部分

について応急対策を講じ、通信を確保します。また、通信施設の所有者又は管理者は、相

互の連携を密にし、必要に応じ相互協力を行います。 

(2) 無線通信 

ア 防災行政用無線（固定系） 

防災行政用無線（固定系）の運用については、｢鎌倉市防災行政用無線局管理運用規程」

に基づき行います。 

イ ＭＣＡ無線 

ＭＣＡ無線の運用については、電波法等の関連規則に基づき行います。 

ウ 消防無線 

消防無線の運用については、鎌倉市消防計画の定めるところによります。 

(3) 防災行政通信網 

県防災行政通信網の運用については、｢神奈川県防災行政通信網の運営及び管理に関する

要綱｣に基づき行います。 

(4) その他通信施設の運用 

ア アマチュア無線 

市は、災害の状況により、災害対策本部の指示により｢災害時における非常無線通信の

協力に関する協定」に基づき、鎌倉市アマチュア無線非常通信協議会に対し、災害に関す

る情報の収集・伝達の協力を要請します。 

イ タクシー無線 

市は、災害の状況により、｢災害時タクシー無線通信等の協力に関する協定」に基づき、

(一社)神奈川県タクシー協会鎌倉支部に対し、災害情報の収集・提供の協力を要請します。 

ウ 神奈川県水産技術センターに対する漁業無線通信依頼 

市は、災害の状況により、陸上の有線電話が不通又は使用が著しく困難な場合に、漁業

無線を有効活用し情報の収集・伝達を行うため、県に依頼します。 
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第３節 津波災害応急対策 

 

【実施主体】 

市 本部事務局（本部連絡班、秘書広報班）、消防部（警防班、鎌倉班、大船班） 

関係機関 横浜地方気象台 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、津波による被害を軽減するため、迅速な初動体制を確立するとともに、津波警報等の伝

達、災害情報等の収集、避難誘導等について定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 津波発生直前の対策 

津波は、強い地震だけでなく、弱い地震でも発生することがあり、本市の場合は、相模湾の比

較的浅い海底下を震源とする地震が発生した場合、極めて短時間に津波の来襲が予測されます。 

沿岸地域の市民、海岸利用者等は、強い地震を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたとき、あるいは津波警報等が発表されたときは、すぐに海岸から離れ

た高台へ避難する必要があります。 

津波が発生するおそれがある場合、市は、災害を防止するための迅速・的確な措置を行います。 

１ 津波警報等の発表 

(1) 津波警報等の第一報 

気象庁は、地震発生後、津波の可能性を迅速に判定し、必要に応じて津波警報等を発表

します。 

(2) 津波警報等の更新 

気象庁が発表する津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをも

とに、更新される場合もあります。 

また、津波は、第１波よりも第２波、第３波等の後続波の方が大きくなる可能性があり、

津波警報等が発表されている間は、気象庁は津波による災害の危険性が継続していること

についても伝達します。 

(3) 津波予報区 

気象庁が発表する津波予報区のうち神奈川県を含むものは、次の予報区となっており、

本市は津波予報区「相模湾・三浦半島」に該当します。 

第３節 津波災害応急対策 第１ 津波発生直前の対策 

第２ 津波発生直後の情報の収集・連絡 
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表 津波予報区 

津波予報区 区 域 

東京湾内湾 
千葉県（富津岬西端以北の東京湾沿岸に限る。）、東京都（特別区に限る。）、

神奈川県（観音崎東端以北の東京湾沿岸に限る。） 

相模湾・三浦半島 神奈川県（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。） 

２ 津波警報等の伝達 

消防庁は、気象庁から受信した津波警報等を、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）に

より、県・市、放送事業者等に伝達します。 

市、放送事業者等は、伝達を受けた津波警報等を地域衛星通信ネットワーク、防災行政用無

線等により市民等への迅速な伝達に努めます。 

３ 避難対策 

(1) 市民の自主避難 

市民は、沿岸付近で強い地震（震度４以上）を感じたとき、弱い地震であっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じたとき、又は地震を感じなくても津波警報等が発表されたと

き、津波フラッグが掲示されたときは、直ちに海岸付近から離れ、付近の高台等安全な場

所へ、自ら主体的に避難するとともに、テレビ・ラジオ、防災行政用無線等を通じて正し

い情報を入手するよう努めます。 

また、周辺に気づかない人がいた場合は、呼びかけを行うとともに、警報・注意報が解

除されるまでは、海岸に近づかないようにします。 

(2) 避難指示 

ア 津波からの避難は、緊急を要するため、近海で地震が発生した場合には、津波警報等が

発表される前であっても、海面状態を監視し、異常を発見したときは、市長は市民等に海

浜等から避難するよう指示します。 

イ 津波警報・注意報、避難指示等の伝達にあたっては、走行中の車両、運行中の列車、船

舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に伝達できるよう、防災行政用無線、鎌倉市防

災・安全情報メール、ラジオ（鎌倉エフエム放送）、ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘

南・神奈川）、緊急速報メール（エリアメール）、津波フラッグ等のあらゆる手段の活用

を図るものとします。 

ウ 市長は、気象庁から津波警報等が発表された場合又は津波による浸水が発生すると判断

したときは、直ちに沿岸地域の市民等に対し、避難指示を行うとともに、その周知徹底を

図るため、防災行政用無線、鎌倉市防災・安全情報メール、ラジオ（鎌倉エフエム放送）、

ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川）、緊急速報メール（エリアメール）等必

要な措置をとるものとし、市民等は、付近の高台等に避難します。 

エ 津波警報・注意報に応じて、自動的に避難指示等を発令する場合においても、市民等の

円滑な避難や安全確保の観点から、津波の規模と避難指示等の対象となる地域を市民等に

伝達するものとします。 

(3) 県等への報告 

市は、津波のための避難指示を発令した場合、速やかに県に対しその旨を報告するとと
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もに、隣接市に連絡します。 

４ 市民等の避難誘導 

市は、消防職員、消防団員、警察官、市職員等避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確保

されることを前提とした上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、防潮門扉の閉鎖や避難

行動要支援者の避難支援等の緊急対策を実施します。 

なお、津波到達予想時刻を勘案して活動方針を決定するなど、避難の呼びかけを実施する者

の安全確保について徹底します。 

 

第２ 津波発生直後の情報の収集・連絡 

市は、地震発生後、速やかに津波警報等の情報を収集・伝達するとともに、必要に応じて災害

対策本部を設置し、被害情報及び関係機関が実施する災害時情報を迅速に収集・連絡します。 

また、災害対策本部設置後、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

の推移に合わせた応急活動を実施します。 

１ 津波に関する情報の収集・伝達  

(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報の種類、解説及び津波の高さ 

気象庁は、地震の発生後、津波の可能性を迅速に判定し、必要に応じて大津波警報、津

波警報、津波注意報を発表します。津波警報等の種類、発表基準及び発表される津波の高

さは、次のとおりです。 

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

｢津波注意報解除｣として速やかに通知します。 

 

表 津波警報・注意報 

種類 発表基準 

発表される「津波の高さ」※２ 

数値での発表 
（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の 
発表の場合 

大津波 

警報※１ 

予想される津波の高さが高いところで

３ｍを超える場合 

10ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
10ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 
予想される津波の高さが高いところで

１ｍを超え、３ｍ以下の場合 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波 

注意報 

予想される津波の高さが高いところで

0.2ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、

津波による災害のおそれがある場合 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 

（表記 

しない） 

※１ 大津波警報を特別警報に位置づけています。 

※２ ｢津波の高さ｣とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、その時点に津波がなかったとし

た場合の潮位との差であり、津波によって潮位が上昇した高さをいいます。 
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(2) 津波情報の解説 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想

される津波の高さ、各観測点の満潮時刻、津波の到達予想時刻等を津波情報で発表します。 

 

表 津波情報の種類 

種 類 内 容 

津波到達予想時刻・予想される 

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高

さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表

します。 
※この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で最も早く津波が

到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて

津波が襲ってくることもあります。 

各地の満潮時刻・津波到達予想 

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報※１ 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報※２ 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で

発表します。 

※１ 津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを観測

点ごとに発表します。 

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区において、観測された津波の高さが低

い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝えます。 
 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の 

発表状況 

観測された津波 

の高さ 
内 容 

大津波警報を発表中 
１ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報を発表中 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 数値で発表（津波の高さがごく小さい場合は「微弱」と表現。） 
 
※２ 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について 

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と高さを観測

点ごとに発表します。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波

の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表します。 

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動への影響を考慮し、一定の基準を満た

すまでは数値を発表しません。大津波警報又は津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の

高さが低い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）又は「推定中」（沿岸での推定値）の言葉で発表して、

津波が到達中であることを伝えます。 
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表 沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値※）の発表内容 

警報・注意報の 

発表状況 

沿岸で推定され

る津波の高さ 
内 容 

大津波警報を発表中 

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

３ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」

と発表 

津波警報を発表中 

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

１ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸での推定値を「推定中」

と発表 

津波注意報を発表中 （すべての場合） 沖合での観測値、沿岸での推定値とも数値で発表 

※ 沿岸からの距離が 100㎞を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付けが難しいため、沿岸で

の推定値は発表しません。また、最大波の観測値については数値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波

が到達中であることを伝えます。 
 

(3) 津波予報の解説 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、次の内容を津

波予報で発表します（津波が予想されないときは、津波の心配なしの旨を地震情報に含め

て発表します）。 

表 津波予報 

発表される場合 内 容 

0.2ｍ未満の海面変動が

予想されたとき 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はなく、特

段の防災対応の必要がない旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面

変動が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性が高

いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際しては十分留意が

必要である旨を発表します。 
 

(4) 情報の伝達系統 

市は、地震及び津波に関する情報について、地震情報等を迅速・的確に伝達します。 

ア 情報受伝達体制の確立 

市は、情報の受・伝達を行うための情報伝達系統、伝達先を再確認し、常に関係団体等

の協力が得られるよう連携を密にするとともに、迅速な情報受伝達ができるよう体制の確

立を図ります。 

イ 津波警報・注意報等の伝達 

市は、防災行政用無線をはじめとした、「本章 第２節 情報収集・伝達・広報」に規定

する体制により、津波警報・注意報等を伝達します。 

（ｱ）海面監視 

市は、地震を感知したとき、又は津波警報・注意報等の情報を入手したときは、直ちに

海面状態を監視するとともに、当該地震又は津波に関する情報の入手に努めます。この場

合における海面状態の監視は、消防職員等が行うものとします。 
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（ｲ）内部連絡体制等の確立 

ａ ＭＣＡ無線等を活用します。 

ｂ 通信機材は、平常時から訓練を実施し、常に関係部局と連絡できる体制を確立しま

す。 

ｃ 職員緊急連絡網等により、勤務時間外であっても、連絡できる体制を確立します。 

２ 市民への情報伝達 

市は、津波警報・注意報を受理した場合は、防災行政用無線、鎌倉市防災・安全情報メール、

ラジオ（鎌倉エフエム放送）、ケーブルテレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川）、緊急速報メ

ール（エリアメール）等により迅速に沿岸地域へ情報伝達を実施します。 

３ 避難指示の発令及び市民等への周知 

(1) 市長は、津波警報及び注意報を受理した場合は、対象地域に対して避難指示等を発令し、

防災行政用無線、鎌倉市防災・安全情報メール、ラジオ（鎌倉エフエム放送）、ケーブル

テレビ（(株)ジェイコム湘南・神奈川）、緊急速報メール（エリアメール）、津波フラッ

グ、消防車等による避難の呼びかけを行います。 

(2) 市は、避難指示の発令に当たっては、市民が生命に係わる危険な状況であることを認識

できるよう、事態の切迫性に応じて避難指示の伝達文の内容を工夫すること、その対象者

を明確にすること、対象者ごとにとるべき避難行動がわかるように伝達すること等、具体

的でわかりやすい内容で発令するよう努めます。 

(3) 市は、津波の発生が予想され、緊急的な避難が必要と判断した場合、一次的な避難施設

（屋内）や避難空地を開放し、市民等に対し周知徹底を図ります。 

４ 避難の方法 

(1) 地震発生後は、建物等の倒壊や道路の破壊が起こることが予想されるほか、交通渋滞に

よる避難の遅れを防ぎ、より安全に素早い移動を行うため、徒歩による避難を原則としま

す。 

(2) 地震発生後、津波到達までの時間の長短にかかわらず、避難者は最寄りの津波避難ビル

や津波避難空地、避難目標地点（高台）へ避難します。 

(3) 津波警報・注意報が解除されて周囲の安全が確認できてから、集団行動で津波避難ビル

や津波避難空地から、最寄りの避難所に移動します。（避難所が利用できない場合は、補

助避難所へ移動します。） 

(4) 災害発生により帰宅の手段を失い、駅の周辺や市街地、社寺、名所旧跡等に滞留してい

る人は一時滞在施設へ移動します。 

５ 注意喚起 

(1) 事業者への注意喚起 

市は、漁業事業者、交通事業者、観光事業者、商工業者に対し、関係団体等を通じて注

意喚起を行います。 

(2) 来訪者への注意喚起 

市は、観光都市という本市の特性に鑑み、外国人を含めた市外からの来訪者に対する情

報提供、注意喚起を行います。 
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６ 津波避難計画の実行 

市は、津波襲来時の避難行動の基本的方針となる「鎌倉市津波避難計画」及び「地域別実施

計画」を策定しています。 

市は、津波発生時の人的被害の低減を目指し、これらの計画に基づき、津波発生時の円滑な

避難行動につなげます。 
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第４節 広域連携・受援体制 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、消防総務班 

関係機関 自衛隊、警察、消防、行政関係機関、ボランティア、ライフライン事業者等 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、被害の規模に応じて、迅速・的確に、国、県、他市町村、関係機関、民間団体等に応援

を求め、応急措置を実施します。 

また、災害時において、国、県、他市町村、関係機関等からの円滑な支援を受けるため、受援

体制を確立します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

第１ 応援要請 

１ 応援の要請 

(1) 県知事に対する応援の要請 

災害対策本部長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、災害

対策基本法第68条に基づき、県知事に対して応援の要請を行います。 

(2) 他市町村に対する応援の要請 

災害対策本部長は、災害応急対策を実施するために必要があると認めるときには、災害

対策基本法第67条に基づき、他市町村長に対して応援の要請を行います。 

２ 職員の派遣要請 

災害対策本部長は、災害発生時の応急対策又は復旧対策を実施するため、本市職員のみでは

対応できない場合は、県、他市町村、指定地方行政機関等に対し、職員の派遣を要請します。 

(1) 県、他市町村又は指定地方行政機関に対する派遣要請 

災害対策本部長は、災害対策基本法第29条又は地方自治法第252条の17の規定により職員

の派遣を要請します。その際には、次の事項を記載した文書で行うものとします。 

ア 派遣を要請する理由 

イ 派遣を要請する職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

第４節 広域連携・受援体制 第１ 応援要請 

第２ 自衛隊に対する災害派遣要請 

第３ 広域応援の受入れ 
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オ その他職員の派遣について必要な事項 

(2) 職員派遣のあっ旋の要請 

災害対策本部長は、災害対策基本法第30条に基づき、災害応急対策又は復旧のため必要

があるときは、県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣についてあっ旋を求めます。

その際には、次の事項を記載した文書で行うものとします。 

ア 派遣のあっ旋を求める理由 

イ 派遣のあっ旋を求める職員の職種別人員数 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ その他職員の派遣のあっ旋について必要な事項 

 

表 応援要請等の種別 

要請先 要請内容等 根拠法令等 

指定地方行政機関の長 

 

県知事 

当該指定地方行政機関の職員の

派遣要請 

(1) 指定地方行政機関の職員

の派遣のあっ旋要請 

(2) 他の地方公共団体の職員

の派遺のあっ旋要請 

(3) 応援要請及び応急措置の

実施要請 

(4) 職員の派遣要請 

災害対策基本法第29条第２項 

災害対策基本法第30条第１項 

災害対策基本法第30条第２項 

災害対策基本法第68条第１項 

地方自治法第252条の17第１項 

消防組織法第44条第１項 

神奈川県内消防広域応援実施計画 

他の市町村長等 

(1)応援の要請 

(2)職員の派遣要請 

 

災害対策基本法第67条第１項 

地方自治法第252 条の17第１項 

消防組織法第39条第１項 

水防法第23条第１項 

神奈川県下消防相互応援協定 

３ 応援協定に基づく要請 

市は、大規模地震が発生し、応援協定に基づく応援が必要と判断した場合は、あらかじ

め定められた手続きに従い、応援を求めます。 

４ 消防相互応援 

(1) 市町村の相互応援 

市は、必要に応じて、神奈川県下消防相互応援協定及び消防組織法第39条に基づく相互

応援協定により、相互応援を行います。 

(2) 緊急消防援助隊の応援要請 

災害対策本部長は、災害の状況や市の消防力及び県内の消防応援だけでは十分な対応が

とれないと判断したときは、速やかに、県知事に対して、消防組織法第44条の規定に基づ

く緊急消防援助隊の出動を要請します。県知事と連絡が取れない場合は、直接、消防庁長

官に対して要請します。なお、この要請をしたときは、速やかにその旨を県知事に報告し

ます。 
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◆ 資料５－23：神奈川県内消防広域応援実施計画 

◆ 資料５－24：神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 

◆ 資料５－25：神奈川県下消防相互応援協定 

◆ 資料５－26：大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱 

 

第２ 自衛隊に対する災害派遣要請 

１ 派遣の要請 

(1) 災害対策本部長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本

法第68条の２の規定に基づき、自衛隊の派遣要請を行うものとし、自衛隊災害派遣要請要

領の定める手続きにより、県知事に対して自衛隊の派遣要請を求めます。この場合、災害

対策本部長は、必要に応じて、県知事へ自衛隊の派遣要請をした旨、市域の災害状況等を

防衛大臣又は地域担任部隊の長（陸上自衛隊東部方面混成団長）に通知します。 

なお、災害対策本部長は、この通知をしたときは、速やかにその旨を県知事に通知しま

す。 

(2) 災害対策本部長は、県知事への自衛隊派遣要請の要求が連絡不能でできない場合には、

直接防衛大臣又は地域担任部隊の長（陸上自衛隊東部方面混成団長）に災害の状況等を通

知します。なお、災害対策本部長は、この通知をしたときは、速やかにその旨を県知事に

通知します。 

派遣要請連絡先 

機関名 室課名 
電話番号 防災行政 

通信網 
住  所 

ＦＡＸ番号 

陸 上 自 衛 隊 

東部方面混成団本部 
第３科 

046-856-1291 

(448) 

9-486- 
9201 

〒238-0317 

横須賀市御幸浜１-１ 

046-856-1291 

(404、728) 

海 上 自 衛 隊 

横須賀地方総監 

防衛部 

第３幕僚室 

046-822-3500 

(2543) 

9-637- 

9209 

〒238-0046 

横須賀市西逸見町１無番地 

046-823-1009 

航 空 自 衛 隊 

第 ４ 航 空 群 

司令部 

作戦室 

0467-78-8611 

(2245、2246) 

9-490- 

9209 

〒252-1101 

綾瀬市無番地 

0467-78-8611 

(2281) 
 

２ 救援活動に要した経費 

自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、本市が負担するものとし、その内容はおお

むね次のとおりです。 

(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く）等

の購入費、借上料及び修繕費 

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 
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(4) 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 

(5) その他、救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協

議して決定します。 

 

第３ 広域応援の受入れ 

１ 受援体制の整備 

市は、県及び他市町村等からの応援を受入れのため必要と認めるときは、「鎌倉市災害時受

援計画」に基づき、受援の総合調整を行います。 

各部(班)は、応援職員等が円滑に活動できるよう、指揮系統を確立し、本部事務局、他部受

援担当や関係各機関等との連携・調整を図ります。 

２ 応援職員の受入体制 

応援職員等の受入れに係るおおむねの流れは、次のとおりです。 

(1) 被害状況・職員被災状況の把握 

各部は、市域の被害状況や職員の参集・被災状況を把握し、｢各部状況報告書｣を作成し、

職員班及び本部連絡班へ提出します。 

(2) 県との調整 

市は、職員の参集状況や被災状況等を踏まえ、県に対し、応援の必要性を連絡し、応援

の内容と規模等について調整します。 

市は、県職員等の受入れにあたり、必要となる執務スペースを確保するなど、受入れを

準備します。 

(3) 応援職員等の要請 

市は、応援を求める業務内容と応援人数等を調整します。また、要請にあたり、道路の

通行止め、鉄道の運行状況等、応援職員等が活動場所に到着するために必要な情報を提供

します。 

(4) 応援職員等の受入れ 

市は、集合場所において応援職員等の受付を行うとともに、応援職員等に対し被災地の

状況や業務内容等を説明します。 

(5) 受援業務の開始及び状況把握 

市は、応援職員等の業務開始にあたり、業務遂行の円滑化を図るため、業務実施方針や

見通し等について認識を統一するとともに、応援職員等の活動状況等を確認し、必要に応

じ改善します。 

３ 応援部隊の広域応援活動拠点 

大規模な応援が予想される自衛隊、警察、消防等の受入予定施設は、応援隊の広域応援活動

拠点として、公共施設等の中からあらかじめ選定しておきます。 

４ 海外からの支援受入れ 

市は、国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受入れを決定した場合には、そ

の受入れと円滑な活動の支援に努めます。 
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図 応援要請の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急災害情報の収集 

収 集 情 報 の 分 析 

・警察情報、消防情報、被害情報、パト

ロール隊情報等の収集 

広域応援要請 

災害発生 

応 援 要 請 の 検 討 

・激甚被災地の想定、救助活動優先順位

の検討等 

・応援要請必要性の検討 

・応援要請の決定 

自衛隊派遣要請の決定 

知事へ派遣要請の要求 協定自治体、関

係機関への連

絡 

応援部隊受入体制の整備 

応援部隊の受入れ、提携した

活動 

・応援要請先の選定 

・協定締結自治体、防災機関、民間団体

等 

（陸上自衛隊東部方面混成団・海上

自衛隊横須賀地方総監部防衛部第３

幕僚室、第４航空群司令） 

・応援要請先への連絡 

・必要事項の伝達 

（派遣、応援の理由／派遣の期間／

派遣を希望する区域及び活動内容／

その他参考となるべき事項） 

・派遣先の伝達 

・応援部隊活動計画の作成 

・展開場所、食料、飲料水、宿泊施設の

準備 

・市職員応援部隊派遣先への派遣 

・市と応援部隊との連携活動の実施 
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第５節 救助・救急、消火活動 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、市民健康班、消防総務班、警防班、鎌倉班、大船班、消防団 

関係機関 自主防災組織 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

災害発生後、市民一人ひとりが「自らの身は、自ら守る」、「出火防止に努める」とともに、

被害者の救出・救護、消火活動を行い、災害の拡大防止に努めます。 

また、市、県及び関係機関が一体となって被災者の救助・救急、消火活動を行います。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 各主体の役割 

１ 市 

(1) 市は、事前に定めた鎌倉市消防計画（以下「消防計画」という。）等に基づき、消火活

動を優先して実施します。消防の投入にあたっては、住宅密集地域、特殊火災危険区域（危

険物、ガス等施設）を優先しつつ、最も効果的な運用を図ります。 

(2) 市は、被害情報を把握しながら被害の拡大防止を主眼に、自主防災組織、医師会等の関

係機関と連携して救助・救急活動を行います。 

(3) 市は、災害発生時に傷病者の緊急度や重症度に応じた適切な処置や搬送を行います。 

医療機関での処置が必要な傷病者は、医療機関ドクターカーや救急車等により後方医療

機関へ搬送します。 

また、市外の医療機関へ搬送する場合は、県保健医療調整本部と調整し、ドクターヘリ

等の活用を検討します。 

(4) 市は、消防相互応援協定等に基づき、他市町村長に救助・救急、消火活動の応援要請を

するとともに、必要に応じ、県災害対策本部に応援要請を行います。更に、応援部隊の配

置を迅速かつ円滑に実施し、被害の軽減に努めます。 

(5) 市は、大規模災害のため自衛隊が派遣された場合、最重要防ぎょ地域等の優先順位を決

め、迅速に対応します。 

(6) 市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表され、政府から事前の準備行

動等を行う旨の指示があった場合、必要な準備等を行います。 

第５節 救助・救急、消火活動 第１ 各主体の役割 

第３ 救助・救急活動 

第２ 消防職員・消防団員の動員及び参集 

第４ 消火活動 
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２ 消防団 

消防団は、地域防災の中核として、地域の自主防災組織と連携し、災害発生直後の初期消火

や被災者の救出・救護を行うとともに、常備消防に協力し、各種消防活動を行います。 

３ 自主防災組織 

自主防災組織は、近隣において救出・救護活動を行うとともに、災害発生時の初期段階で消

火活動を行い、救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

４ 市民・企業等 

(1) 市民 

ア 市民は、まず自身及び家族の身を守ることに最大限努め、かつ、出火防止に努めます。 

イ 近隣において救出・救護活動を行うとともに、災害発生時の初期段階で消火活動を行い、

救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

(2) 企業等の自衛消防隊  

企業等の自衛消防隊は、災害発生時の初期活動として企業等内での救助・救急、消火活

動を行うとともに、可能な限り救助・救急、消火活動を実施する各機関に協力します。 

 

第２ 消防職員・消防団員の動員及び参集 

１ 消防職員の動員及び参集 

地震発生時等における消防職員の配備については、鎌倉市災害対策本部条例施行規則別表２

に基づき行うものとします。 

(1) 動員の発令 

ア 東海地震注意報が発表されたとき。 

イ 市内で震度５弱以上の地震が観測されたとき。 

ウ 隣接する行政区の地震震度観測地点において震度５弱以上の地震が観測されたとき。 

エ 気象庁の津波予報区の相模湾・三浦半島に「津波・大津波警報」が発表されたとき。 

オ 市内において、地震による重大な被害が発生し、又は被害の発生するおそれがあるとき。 

(2) 動員の伝達 

動員の伝達は、原則としてあらかじめ定めた伝達系統に基づき、各課署から伝達するこ

ととしますが、自己覚知した場合は、動員命令を待つことなく、速やかに参集します。 

ただし、傷病者等で消防長が認めた者を除きます。 

(3) 参集場所 

原則として、勤務課署所に参集します。なお、大津波警報発表時は、想定浸水範囲に勤

務課署所がある職員については、居住地から市内の直近の想定浸水範囲外にある署所に参

集し、上司の指示を仰ぐこととします。 

２ 消防団員の動員及び参集 

(1) 動員の発令 

市内で震度５弱以上の地震が観測されたときは、自動発令とします。 

(2) 参集場所 

原則として、所属する分団器具置場へ参集します。なお、大津波警報発表時はあらかじ
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め定められた場所に参集することとします。 

 

第３ 救助・救急活動 

消防本部は、消防計画に基づき、消防の人員、資機材を活用し、人命救助、救急活動を行い、

人命の安全確保に努めます。 

１ 活動方針 

(1) 救命活動の優先 

救助隊及び救急隊は、人命の救助及び救命活動を優先して実施します。 

(2) 重症者優先 

救助及び救急処置は、救命の処置を必要とする傷病者を優先とし、その他の傷病者はで

きる限り自主的な処置を行わせるとともに、他の関係機関と連携のうえ、救助、救急活動

を実施します。 

(3) 幼児、高齢者優先 

傷病者多数の場合の救助、救急活動は、幼児、高齢者等要配慮者を優先して実施します。 

(4) 火災現場付近優先 

延焼火災が多発し、同時に多数の救急事象が併発している場合は、火災現場付近を優先

に救助、救急活動を実施します。 

(5) 救助、救急の効率重視 

同時に小規模救助・救急事象が併発している場合は、救命効果の高い事象を優先に、救

助、救急活動を実施します。 

(6) 多数人命危険事案優先 

延焼火災が少なく、多数の救助・救急事象が併発している場合は、多数の人命を救護で

きる事象を優先に、効率的な救助、救急活動を実施します。 

２ 救助、救急の活動体制 

(1) 災害発生初期の活動体制 

地震発生当初（被害状況が把握されるまでの間）は、原則として、消防庁舎周辺の救助、

救急を行い、積極的に大規模救助事象の発見及び医療機関等の受入体制を把握し、広域救

助、救急体制に移行します。 

(2) 火災が少ない場合の体制 

火災が少なく、救助、救急事象が多い場合は、早期に部隊編成順位の下位の隊から順次

切り替えて災害現場に投入し、救助、救急体制を確保します。 

３ 救助・救急事象の把握 

救助事象は高所見張りでは発見が困難なため、広報活動に出動している消防隊等や参集職員、

消防団員、自主防災組織、警察官等、あらゆる手段を活用して救助・救急事象の把握に努めま

す。 
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４ 救助活動 

(1) 救助事象案別の活動 

出動隊の隊長は、災害の様相から部隊、救助資機材等に不足が生じると判断したときは、

所要事項を付加して部隊の増強を要請します。 

(2) 現場活動 

ア 救出の順位と効率の重視 

救助は、救命処置を必要とする者及び火災現場付近にある者を優先に救出し、軽傷者は

消防団員、自主防災組織及び付近の市民に協力を求めて救出を行います。ただし、活動人

員に比べて多数の要救助者がある場合は、容易に救出できる者を優先するものとし、短時

間に１人でも多く救出します。 

イ 消防団員、自主防災組織及び地域住民への協力要請 

救助した負傷者は救急隊に引き継ぐことを原則とするが、状況により消防団員、自主防

災組織及び付近の市民の協力を得て、現場付近の仮救護所又は避難所に搬送します。 

５ 救急活動 

救急活動の原則は、次のとおりです。 

(1) 救助、救急事象を伴わない火災現場への出動は、一時留保し、署所又はその付近に開設

した仮救護所において応急救護活動を行います。 

(2) 傷病者の救急搬送では、救命を必要とする者を優先し、安全かつ傷病に適応する医療機

関に搬送します。 

(3) 傷病者に対する救急処置は、救命処置を必要とする者を優先し、その他の傷病者は消防

団員、自主防災組織等の協力を得て、自主的な応急手当を行うものとします。 

(4) 傷病者が多数発生している場合は、現場仮救護所を設置し救護活動を行います。 

(5) 傷病者の搬送は、医療機関又は仮設救護所の受入体制が可能であることを確認した後に

行います。 

６ 仮救護所の設置 

(1) 署所仮救護所の設置 

ア 署所仮救護所は、救急隊が編成されている署所又はその付近に開設します。 

イ 署所仮救護所の要員は、災害発生当初は当直の救急隊員を中心にあて、傷病者数に応じ

て順次参集した救急隊員有資格者をもって増強します。 

ウ 署所仮救護所の設置と同時に救急資機材を準備し、傷病者に対する観察、応急処置等を

行います。 

(2) 現場仮救護所の設置等 

ア 現場仮救護所の設置 

傷病者が多数発生している災害現場には、状況に応じて現場仮救護所を設置して救護活

動を行います。 

イ 現場仮救護所の任務等 

（ｱ） 現場仮救護所は、効果的な傷病者の救命を図るため、次の任務を行います。 

ａ 傷病者の傷病程度別選別（トリアージ） 
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ｂ 傷病者に対する救命処置 

ｃ 傷病者の搬送順位、搬送医療機関等の決定 

ｄ 傷病者数、氏名、年齢、性別等の記録 

（ｲ） 現場仮救護所には、直近の医師又は本計画に基づき編成される災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）の派遣を求めます。 

 

第４ 消火活動 

１ 発災時の消防活動対策 

(1) 活動方針 

ア 消火活動の優先 

地震時における消防活動は、大局的な見地から人命の安全確保を図るため、消火活動を

優先し、全力をあげて出火の防止、火災の早期鎮圧を図るとともに、火災が拡大した場合

は、極力延焼の阻止を図ります。 

また、延焼火災が各地に発生した場合は、避難路を優先的に確保し、避難者の安全を図

るものとします。 

イ 安全避難の確保 

避難場所によっては、災害時の混乱、歩行距離、火災による避難路の遮断等のため、避

難者が他地区の安全な避難場所に集中するおそれもあるため、避難路の確保にあたっては、

極力これらの障害の排除に努めるとともに、避難場所の安全を確保します。 

２ 情報の収集及び広報 

地震発生時等においては、有線電話が不通となることから、被害状況を把握するため、鎌倉・

大船両消防署においては、各庁舎の被害状況を勘案し、極力、屋上に見張り員を配置して監視

活動を行います。 

また、各隊は、幹線道路の通行障害及び住宅密集地を中心に家屋の倒壊等、被害状況の把握

に努め、収集した情報を指令情報課に報告するとともに、出火防止の広報、火災の早期発見及

び早期鎮圧に努めます。 

なお、出火防止の広報は、車両のほか、防災行政用無線を活用し、車両が出場不能のときは、

署員に無線機を携行させ、徒歩、自転車等により被害地域の出火防止について広報します。 

３ 通信施設 

有線及び無線通信とも混乱することが予想されるため、適切な通信統制を実施し、その通信

が円滑に行われるよう努めます。 

(1) 通信施設の防護 

通信施設の防護及び保守について、十分留意し被害を受けた場合は応急対策により通信

を確保します。 

(2) 非常電源の確保 

災害発生時には、長時間の停電が予想されることから、非常用電源装置の保守及び整備

を行います。 



第２章 地震・津波災害応急対策計画 

第５節 救助・救急、消火活動 

地震津波-117 

第
２
編 

風
水
害
対
策 

総 

則 

編 

計 
 

画 
 

編 

第
１
編 

地
震
・
津
波
災
害
対
策 

第
３
編 

そ
の
他
の
災
害
対
策 

第
４
編 

復
旧
・
復
興
対
策 

(3) 無線施設の運用 

地震発生後直ちに基地局及び移動局を開局し、次の措置をとります。 

ア 基地局は、移動局との試験通話を行い、無線通信を確保します。 

イ 移動局は、基地局からの通信指示に従うほか各種異常の有無について報告します。 

ウ バッテリ－等の電源確保の措置をとります。 

４ 消防車両及び機械器具 

初動態勢を確保するため、消防車両及び各種機械器具を点検整備します。 

(1) 消防車両の安全確保等 

ア 地震発生後、各署所及び分団は、速やかに車両を車庫外の安全な場所へ移動させ、車両

の保全を図ります。（鎌倉消防署の車両は、津波浸水想定区域外に車両の移動を行いま

す。） 

イ 建築物の損壊等により出動不能のときは、速やかに指令情報課へ報告し応援処置に努め

ます。 

ウ 小型動力ポンプを車に積載し、出動準備を行います。 

(2) 燃料・資機材の確保 

ア ホ－スその他器具、資機材の点検 

イ 備蓄燃料の確認 

５ 消防団の活動 

地震災害発生時には、消防団の全機能を発揮できる体制を確立し、災害の様相に応じた有効

な活動を実施します。 

(1) 受令機・無線機等を活用し、消防庁舎等からの情報を収集し、積極的に災害の状況を把

握し、消防団車両、自転車及び資機材等を有効に活用して出火防止、初期消火及び人命救

助活動を実施します。 

(2) 活動範囲は、受持区域内優先を原則とします。 

(3) 受持区域外の炎上火災等への出動は、指令を受けた場合及び受持区域内に災害の発生が

ない場合とします。 

６ 地震火災防ぎょ対策 

地震火災は、飛火、旋風等によって延焼拡大のおそれがあり、死傷者を伴うことが予想され

ることから、現有消防力の全機能を発揮して効率的な消防活動を行います。 

(1) 地震火災は、消防力に比し数的にも圧倒的に多く、しかも以後量的にも増大することか

ら、特に初期においては延焼若しくは人命に危険を及ぼすおそれがあるものを重点的に防

ぎょし、消防隊の背後を脅かされない選択的活動を図るものとします。 

(2) 地震災害の特性から、防ぎょ活動の限度を超える消防障害の発生は宿命的条件ですが、

次の防ぎょ主眼をもって防ぎょ活動に努めるものとします。 
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７ 消火活動要領 

地震火災時の消火活動は、次により実施します。 

(1) 地震火災時の消火活動の基本 

ア 先制火災防ぎょ 

１隊１火災対応とし、火災危険の大きいものから消火に努めます。 

イ 重点選択火災防ぎょ 

火災の発生が消防力を上回る場合は、火災危険の大きいものを選択して防ぎょします。 

ウ 集中火災防ぎょ 

火災が集中的に発生し、消防隊の分散防ぎょでは効果がないと認められる場合は、集中

火災防ぎょにより火災を鎮圧し、又は重要地域の確保を図ります。 

集中火災防ぎょを選択する基準は、人命の安全確保を図る場合又は防ぎょ効果を期待し

得る場合とし、消防団等をも結集し、各隊の密接な連携により火勢の制圧を図ります。 

エ 避難路、避難場所確保防ぎょ 

火災の発生が極めて多い場合又は延焼が拡大した場合で避難が必要となったときは、避

難路及び避難場所の確保に限定した防ぎょにより避難者の安全を図ります。 

この場合、消防隊は、多数の避難者が通過する場所、避難路の幅員が狭い場所、過収容

状態となった場所、飛火等により避難者の保護を必要とする場所等を優先して防ぎょに当

たるものとします。 

オ 特殊な地帯及び対象物の防ぎょ 

（ｱ）大量危険物貯蔵施設又は工場地帯の火災には、多数の消防隊を必要とするため、一般

市街地に延焼するおそれがある場合を除き、必要な消防力の運用が可能となった時点で

防ぎょに当たるものとし、必要な消防力を確保するまでは、一般市街への延焼防止に努

めます。 

（ｲ）高層建物、地下施設等の特殊な対象物の防ぎょに当たっては、火災から人命を保護す

ることを優先するものとします。 

カ 火災現場活動 

（ｱ）出動隊の隊長は、災害の状況を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転進路を確保

した延焼拡大阻止、救助、救急活動の成算等を総合的に判断し、行動を決定します。 

（ｲ）火災規模と対比して消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻撃的現場活動により

火災を鎮圧します。 

第１主眼点 

ア 人命の安全確保 

イ 避難路の確保 

ウ 避難場所の防ぎょ 

ア 市民生活、社会機能の確保 
第２主眼点 

イ アに準ずる重要地域の防ぎょ 

ア 延焼拡大危険地域の防ぎょ 
第３主眼点 

イ 火災多発地域の防ぎょ 
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（ｳ）火災規模と対比して消防力が劣勢と判断したときは、市民等の安全確保を最優先とし、

道路、河川、耐火建物、空地等を活用し、守勢的現場活動により延焼を阻止します。 

(2) 水利部署及び中継 

ア 水利は、原則として消火栓を活用せず、防火水槽・プ－ル・河川等を活用します。 

イ 防火水槽等の採水管は損傷のおそれがあるため、投入口式の防火水槽を優先活用するこ

とし、採水管損傷を想定した吸水方法を平常時から検討しておきます。 

ウ 部署位置 

（ｱ）消防力が優勢な場合の部署は、努めて挟撃できる位置とします。 

（ｲ）消防力が劣勢な場合の部署は、風向、風速を考慮し火勢を阻止する側とします。 

エ 中継 

水利の状況から判断して必要があると認めた場合は、容量豊富な水利に部署した部隊か

ら送水を受けるようにします。 

(3) 補水措置 

ア 補水の手配 

防火水槽、プ－ル等水量に制限のある消防水利に部署した場合、部署隊数、水量から使

用可能時間を判断して、早期に補水手配を行います。 

イ 補水源 

補水源としては、火点後方の自然水利等有効水利とします。 

ウ 補水用ポンプ 

補水用ポンプとしては、消防団ポンプ等を活用します。 

(4) 現場活動時の留意事項 

ア 消火活動の心得 

（ｱ）出動隊の隊長及び隊員は、同時多発火災に対して、火災様相、風向、風速等に留意し

て、常に転進路を確保するとともに、限られた消防力を最大限に活用するため、消火活

動中の火災は出動隊の責任で鎮圧するよう心がけます。 

（ｲ）ホ－スの道路横断時は、ホ－スの損傷を防止するため、ホ－スブリッジの設置等必要

な措置をとります。 

イ 消火活動要否の判定 

出動隊の隊長は、出火建物の状況、火勢の推移の状況、消火効果及び他の地域の火災特

性等を考慮し、消火活動の要否を決定します。 

ウ 延焼防止可否の判断 

出動隊の隊長は、出火建物の火災状況により、出動隊のみで延焼防止が可能か否かを判

断し、延焼防止できないものは、火災の状況を報告し応援要請します。 

エ 応援要請要領 

（ｱ）現場最高指揮者は、延焼防止及び人命の安全を確保するため、応援が必要な場合は、

所要の隊数と集結場所、所要資機材、担当面等を明示して応援要請します。 

（ｲ）所要応援隊数の算定が困難な場合は、応援隊が担当しなければならない火面長を報告

します。 
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オ 周囲の状況判断 

出場隊の隊長は、常に火災の進展状況に注意し、重要防ぎょ地区への転進を配慮すると

ともに、転進路の確保に留意します。 

カ 飛火警戒 

出動隊の隊長は、火災の状況、風向、風速により、飛火火災が発生するおそれがあると

判断したときは、消防団員、自主防災組織の巡回等により、市民に対し飛火の警戒と即時

消火を指示し実施させます。特に、延焼阻止を行っている場合は、背後への飛火に十分警

戒します。 

(5) 転進要領 

ア 転進の時期 

転進は他への延焼危険がなくなった鎮圧状態の時期とし、部分的な延焼及び残火処理は

消防団、自主防災組織等に行わせます。 

イ 出動隊の隊長の判断による転進 

出動隊の隊長は、優先順位の高い延焼火災を視認し、自己隊が転進する必要があると判

断したときは、所要の報告を行い延焼阻止前であっても転進します。 

ウ 消防長、消防署長の指令による転進 

出動隊の隊長は、転進を指令された場合は、延焼阻止前であっても所要の措置をしたの

ち転進します。ただし、継続して消火活動を行う必要がある場合は、下命者はその旨を報

告し指示を受けます。 

エ 転進時の措置 

速やかに転進を要する場合は、隊長の判断により転進先における消火活動に必要な最小

限のホ－スを収納するほか、転進途上に署所がある場合は立ち寄って不足するホ－スを補

充して転進します。 

(6) 延焼阻止線の消火活動要領 

火災が延焼拡大した場合は公園、鉄道線路敷、広い道路等を活用して延焼阻止線を設定

し、全力をあげて延焼拡大を防止します。 

ア 風横における消火活動 

火勢がし烈な場合は、火流の風下寄りの側面に部署し、両側から火流を挟撃して逐次火

流の幅を狭めながら、最終的に延焼阻止線において阻止します。 

イ 風下における消火活動 

風下における延焼阻止線の消火活動は、部分破壊を併用しながら前面街区に十分な予備

注水を行い、ここで火勢を一旦弱め最終的には道路上等で阻止します。 

ウ 飛火警戒の徹底 

延焼阻止線においては、消防隊をはじめ消防団、自衛消防隊、自主防災組織等あらゆる

手段を用いて飛火警戒を徹底し、頭越しに延焼されることがないように配慮します。 

エ 延焼阻止線の選定 

延焼阻止できない火災が方々にあり、延焼阻止線を限定しなければならない場合、延焼

阻止により得られる効果と消防力を考慮し、最も効果的かつ確実に設定できる延焼阻止線

を選定します。 
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(7) 避難路、避難場所の消火活動要領 

ア 避難路への限定出場 

火災が多発して危険が切迫し、複数の場所に避難ができないと判断される場合は、避難

を確保するため発災当初から部隊を出場させ消火活動を実施します。 

イ 部隊の集結活動 

（ｱ）時間の経過とともに延焼が拡大し、避難に支障を及ぼすと判断した場合、又は既に避

難命令が発令された場合は、避難路等の周辺以外に出場している部隊に転進を命じ、消

火活動を実施します。 

（ｲ）火災の規模に対し、消防力が不足する場合は、避難路等に面する部分を優先に消火活

動を行い、避難者の安全通過を図ります。 

（ｳ）避難路全般に火災が発生し、避難路確保が不可能な場合は、避難場所に接近した方を

優先として、可能な限り避難路確保防ぎょを行います。 

（ｴ）避難路、避難場所が全面的に危険となった場合は、避難場所において周辺の火災の消

火活動及び避難者への注水を行い、全力で避難者の安全確保を図ります。 

(8) 関係機関への協力要請 

ガス漏えい等により火災が発生し関係機関の活動が必要と判断した場合は、市災害対策

本部を経由して関係機関に要請します。 

８ 惨事ストレス対策 

救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めます。 

また、必要に応じて、県を通じて消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとし

ます。 
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第６節 医療救護活動 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、秘書広報班、市民健康班、消防総務班 

関係機関 鎌倉市医師会、鎌倉市歯科医師会、鎌倉市薬剤師会、鎌倉保健福祉事務所 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

地震発生時には、建物の倒壊、火災等の発生により、同時に多数の負傷者等が発生し、医療、

救護需要が膨大なものになることが予想されます。 

市は、県、日本赤十字社、鎌倉市医師会等と緊密に連携し、被害の状況に応じた適切な医療救

護を行います。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 医療救護体制 

(1) 市は、救護班を編成するとともに、災害の規模及び発生状況に応じ、鎌倉市医師会、鎌

倉市歯科医師会、鎌倉市薬剤師会等に対して救護部隊の派遣を要請します。 

(2) 市は、災害が発生した際に備え、適宜、災害時医療救護マニュアルの見直しを図るとと

もに、災害時における救護所の設置等、医療救護活動を迅速かつ的確に行えるよう体制整

備を進めます。 

(3) 市は、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います。 

 

第２ 救急医療活動 

１ 対策事項 

災害により集団的に多数の傷病者が発生した場合、市及び関係機関は、迅速かつ的確に次に

示す救急医療活動を実施します。 

(1) 情報の通報及びその体制に関すること。 

(2) 救急医療関係機関の連絡調整に関すること。 

(3) 救出、救護関係者の出動に関すること。 

(4) 救急医療の範囲、種別に関すること。 

(5) 出動した医師等に対する諸費用の負担等に関すること。 

(6) その他の救急医療対策の実施に関し必要なこと。 

第６節 医療救護活動 第１ 医療救護体制 

第２ 救急医療活動 
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２ 広域災害・救急医療情報システムの活用 

県内の災害拠点病院間の情報収集・提供については、厚生労働省の「広域災害・救急医療情

報システム（以下、「ＥＭＩＳ」という。）」※により行います。ＥＭＩＳで共有できる主な

情報は次のとおりです。 

(1) 医療機関状況 

(2) 患者転送要請 

(3) 医療品備蓄状況 

(4) ライフライン等状況 

(5) 受入患者数 

(6) 医師等派遣要請・提供 

 

 

 

 

３ 医療、助産の範囲及び経費 

救急医療、助産の範囲は、病院その他の医療施設での本格的な治療を開始できるまでの応急

的措置とし、その内容はおおむね次に掲げるとおりとします。 

(1) 医療の範囲 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術その他の治療及び施術 

エ 病院又は診療所への入院 

オ 看護 

(2) 助産の範囲 

ア 分べんの介助 

イ 分べん前及び分べん後の処置 

ウ 脱脂綿、ガーゼその他衛生材料の支給 

４ 救護班の活動 

(1) 救護所 

救護班は、主として市の設置する救護所において医療救護活動を行います。 

また、災害の状況と被害の程度に応じて必要と認めるときは、鎌倉市医師会、鎌倉市歯

科医師会及び鎌倉市薬剤師会の協力を得て、仮設救護所開設予定場所等のうちから救護所

を開設するものとし、被災地周辺の使用可能な医療施設も効果的に活用するものとします。 

長期間にわたる救護所等の設置運営にあたっては、次の点に留意します。 

ア 被災地における医療施設の稼動状況や復旧状況を勘案します。 

イ 医師の配置は、避難所及び周辺地域の状況に合わせ、適時適切な対応を行います。 

ウ 必要に応じ、歯科巡回診療車、携帯歯科診療機器の確保等を行います。 

 

※【広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）】 

被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報をリアルタイムに収集、交換することにより、

効果的な医療救護活動を確保できる全国を結ぶシステムのことです。 
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(2) 救護班の業務内容 

ア 傷病者に対する応急処置 

イ 後方医療機関への転送の可否及び優先順位の決定（トリアージ※） 

ウ 転送困難な患者及び避難所等における軽症患者に対する医療 

エ 薬剤又は治療材料の支給 

オ 看護、助産 

カ 死亡の確認 

以上のほか、状況に応じて、医師による遺体の検案に協力します。 

なお、重症者等の後方医療機関への搬送は、原則として被災現場から救護所までは市が

対応し、救護所から後方医療機関までは市及び県が対応し、必要に応じ国や自衛隊等に協

力を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 県への救援要請 

市は、災害の程度により必要がある場合は、県に対して医療救護の協力を要請するとともに、

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣を要請します。 

また、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）を要請した場合は、受入体制を確立するとともに、

活動が円滑に行われるよう支援します。 

６ 重傷者等の搬送方法 

(1) 搬送の実施 

重傷者等の後方医療機関への搬送は、消防の救急車両、緊急消防援助隊等、広域応援の

救急車両並びに関係機関等の協力により、確保した車両により搬送します。 

(2) ヘリ等による搬送 

市は、道路が破損した場合や遠隔地への緊急患者の搬送については、県、自衛隊、消防

本部等の協力を得て、ヘリコプターにより最寄りのヘリコプター臨時離着陸場から搬送し

ます。 

ただし、被害の状況によっては、船舶等による海上からの輸送も考慮します。 

７ 医療救護情報の収集・提供 

(1) 医療関係情報の市民への提供 

診療可能医療機関等の市民が必要とする情報は、報道機関による放送、市ホームページ、

市ソーシャルメディア等即時的な広報媒体を活用し、市民へ情報提供します。 

県は、県災害情報管理システムの利用や報道機関等の協力を得て提供します。 

※【トリアージ】 

負傷者の重症度と緊急度をとっさに判断して、多数の負傷者の中から治療又は搬送の優先順

位を決めることをいいます。 

災害現場において負傷者等が救助された場合、担架等で負傷者を選別（トリアージ）する場

所に運び、死亡等、重症、中等症、軽症に分類します。 

搬送の優先順位としてのトリアージは、初期には救急隊が当たり、医療救護班到着後は、医

師に救急隊員（救急救命土）が協力しながら行うことになります。 
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(2) 患者搬送先情報の構築と提供 

ア 患者搬送先情報の構築 

市は、救急搬送時の患者情報を電子化することにより、病院側の受入れの迅速化や搬送

先選定にかかる時間の短縮化等を図ります。 

イ 患者搬送先情報の提供 

県は、患者搬送先情報については、県庁内の医療救護本部に一元化し、報道機関等の協

力を得て提供します。 

８ 医療器材の調達 

医療及び助産に必要な薬品、医療器材を緊急に必要とする場合は、市は、医薬品等の調達に

関する協定により調達します。 

なお、不足が生じるときは、県及び関係機関に応援を要請します。 
 

図 医薬品等調達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ライフラインの確保 

市は、医療機関のライフラインの復旧について、関係機関との密接な連携により、優先的な

対応を図ります。 

また、復旧するまで診療行為に支障がないよう、水及び自家発電用の燃料の安定的な確保を

図るため、輸送・供給等の必要な体制を整えます。 

10 メンタルヘルスケア対策 

市は、精神科医やボランティア等の協力を得ながら、被災による子どもや高齢者等をはじめ

とする急性ストレス障害や心的外傷後ストレス障害等の「こころの傷」をケアするために長期

的な対応を図ります。 

県は、精神保健福祉センターを中央拠点として、また保健所を地域拠点として位置づけたシ

ステムを確立します。 

11 難病・人工透析患者等への支援 

市は、大規模災害時において、難病、人工透析患者等、特に支援を要する人の医療の確保等

について、県と協力して支援を行います。 

特に、クラッシュシンドローム※による急性腎疾患患者への対応も含めた災害時の人工透析

近隣都市 県災害対策本部 鎌倉市災害対策本部 

県 立 病 院 等 

医薬品等製造業者・医薬品等卸売業者  

応援要請 

応援 

応援要請 

被
災
状
況
調
査 

出
荷
要
請
（
調
達
） 

出
荷
指
示 

出
荷
要
請
（
調
達･

出
荷
） 

出
荷 

出
荷 
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医療については、鎌倉保健福祉事務所、医療機関と連携し、安否確認及び支援、情報収集及び

情報提供、水、医療品等の確保対策を図るとともに、医師の指示に基づき、速やかに透析可能

な後方医療機関に搬送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【クラッシュ症候群（クラッシュシンドローム）】 

倒壊家屋や倒れた重量家具の下敷きになるなど、長時間身体を挟まれた人が、救出当初

は比較的元気そうであったにもかかわらず、突然容態が悪化して亡くなってしまうことが

あります。これが阪神淡路大震災以降、知られるようになったクラッシュ症候群です。 

クラッシュ症候群は、挫滅症候群ともいい、がれき等で損傷した筋肉から発生した毒性

物質が、救出による圧迫開放で血流に乗って全身に運ばれ、臓器に致命的な損害を及ぼし、

死亡その他重篤な症状になるものです。 
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図 救護所の設置、負傷者の移送の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策本部からの 

救 護 所 の 開 設 指 示 

災害発生 

救 護 所 の 設 置 

医 薬 品 の 確 保 

負 傷 者 の 受 入 れ 

広域的負傷者の移送 

（市内病院等だけで救護でき

ない場合） 

・負傷者の応急措置 

・後方医療機関への転送の可否及び優

先順位の決定 

・転送困難な患者及び避難所等におけ

る軽症患者に対する医療 

・薬剤又は治療材料の支給 

・看護、助産 

・死亡の確認 

・救護班、医薬品等不足の場合、市医師

会等判断の上、県や日赤等関係へ広域

応援を要請する 

・鎌倉市医師会・鎌倉市歯科医師会・

鎌倉市薬剤師会へ要請 

・鎌倉市医師会・鎌倉市歯科医師会・

鎌倉市薬剤師会と協力 

・市の定める場所等に設置 

・県保健福祉事務所との連携 

・救護所設置施設の管理者へ連絡 

・備蓄医薬品の状況確認・配布 

・市内医薬品業者から医薬品を確保 

・救護所で救護できない負傷者は、市内

病院へ転送 

・広域災害・救急医療情報システムを活

用し、負傷者を分散する 

・救急車を中心に負傷者を搬送 

・県医療救護本部と調整、災害拠点病院

への転送 

・広域災害・救急医療情報システムを活

用し、負傷者を分散する 

・救急車・ヘリ・船舶等による負傷者の

搬送 

広 域 応 援 要 請 

（救護班、医薬品等の不足の

場合） 

負 傷 者 の 移 送 

（救護所だけで救護できない者） 

医療救護班の編成要請 

医療救護班の編成 
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図 災害時医療救護体制図【超急性期（～48時間）、急性期（～およそ１週間）】 
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川
県 

ＤＭＡＴ 
ＳＣＵ本部 

他の都道府県の 
災害拠点病院等 

広域医療搬送 

重症者 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣 

救護班・部隊等の派遣 

 

救
護
班
・
部
隊
等
の
派
遣 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
等
・
救
護
班
の
派
遣 

派
遣
要
請 

・
報
告 

助
言
・
指
示 

連
携 

県災害対策本部 

県医療救護本部 

災害医療コーディネーター 
受入・派遣調整 

 

ＤＭＡＴ調整本部 
（統括ＤＭＡＴ） 
受入・派遣調整 

派遣要請 

県内医療 
関係団体等 

県医師会等 
関係機関 

日本赤十字社 
神奈川県支部 

災害拠点 
病院等 

県立病院 
機構 

市町村 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

派
遣
要
請 

派
遣
要
請 

 厚生労働省 

DMAT事務局 

ＤＭＡＴ 
派遣要請 

日本医師会、大学病院、赤十字病院、 
国立病院機構、日本病院会、 

全日本病院協会、日本歯科医師会、 
日本薬剤師会、日本看護協会、 
他都道府県自衛隊 在日米軍 等 

派遣 
調整 

被災地域 

鎌倉市医師会、 

歯科医師会等の 

医療関係団体 

県現地災害対策本部 

県保健福祉事務所 
 
 
 
 
 

郡市医師会、歯科医師会、災害拠点病院、 
救護班（医療チーム）等の医療関係者、 
市町村、保健福祉事務所の行政関係者 等 

地域災害医療対策会議 

受入・派遣調整 

 

派遣調整 

連
携 

連携 

 

連
携 

救護班 

の派遣 

医療機関等 

中小病院 

災害拠点病院 
（災害協力病院） 

ＤＭＡＴ活動拠点本部 
（統括ＤＭＡＴ） 

救護所 

支
援 

重
傷
者 

中等症以上 

鎌倉市 
災害対策本部 

他都道府県 

ＤＭＡＴ 

ＤＭＡＴ 

ＤＭＡＴ 
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図 災害時医療救護体制図【亜急性期、慢性期～（およそ１週間～）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県災害対策本部 

県医療救護本部 

災害医療コーディネーター 
受入・派遣調整 

 

派遣要請 

県内医療 
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県現地災害対策本部 

県保健福祉事務所 
 
 
 
 
 

郡市医師会、歯科医師会、災害拠点病院、 
救護班（医療チーム）等の医療関係者、 

市町村、保健福祉事務所の行政関係者 等 

地域災害医療対策会議 

受入・派遣調整 

 

医療機関等 

中小病院 

災害拠点病院 
（災害協力病院） 

DMAT活動拠点本部 
（統括 DMAT） 
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日本医師会、大学病院、赤十字病院、国立病院機構、 
日本病院会、全日本病院協会、日本歯科医師会、 

日本薬剤師会、日本看護協会、 
他都道府県自衛隊 在日米軍 等 

派遣 
調整 
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第７節 避難対策 

 

【実施主体】 

市 関係各班 

関係機関 各関係機関 

 

【施策の基本方針】 

地震発生時において、市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、避難指示等の発令基準、

避難指示等の伝達方法等について定めるとともに、避難所の開設・運営、帰宅困難者対策、広域

避難・広域一時滞在について定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 避難の流れ 

市は、地震発生後、人命の安全を第一に、市民等の避難誘導を行うとともに、あらかじめ指定

された避難施設及び避難経路や、津波による浸水が想定される区域、土砂災害危険箇所等の所在、

その他避難に関する情報の提供に努めます。 

市民は、あらかじめ指定されている避難施設を平常時から把握するとともに、避難指示が出さ

れた場合には、直ちに避難します。 

また、自主的に避難する場合は、安全に十分配慮します。 

なお、津波避難に係る対策は、「本章 第３節 津波災害応急対策」を参照します。 

第７節 避難対策 第１ 避難の流れ 

第３ 避難所等の開設 

第２ 避難指示等の発令 

第４ 避難所の運営 

第５ 帰宅困難者対策 

第６ 広域避難・広域一時滞在 
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図  地震発生時の避難の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 避難指示等の発令 

１ 実施責任者 

市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、市民の生命、身体及び財産を災害から

保護し、被害の拡大を防止するために特に必要と認めるときは、危険地域の市民等に対し、避

難実施のために必要な避難指示等の避難情報を発令します。 

ただし、状況により、関係法令に基づく避難の指示、警戒区域の設定等は、次の者が行うも

のとします。 

(1) 避難情報発令の実施責任者 
 

表 避難情報発令の実施責任者 

実施責任者 指示等 災害の内容 実施要件 根拠法 

市長 指示 災害全般 

生命・身体の保護、災害拡

大の防止のため特に必要があ

ると認めるとき 

・災害対策基本法第 

60条第１項 

警察官 指示 災害全般 

市長が指示することができ

ないと認めるとき、又は市長か

ら要請があったとき 

・災害対策基本法 

第61条第１項 

・警察官職務執行法 

第４条第１項 

海上保安官 指示 災害全般 

市長が指示することができ

ないと認めるとき、又は市長か

ら要請があったとき 

・災害対策基本法 

第61条第１項 

地 震 発 生 

避難指示、又は自主避難 

広域避難場所 

帰宅(家屋無被害) 被災者受入れ(避難所) 被災者受入れ(避難所) ホームステイ受入れ 

他市町村への避難 

応急仮設住宅等へ移住 

避難所開設 

集合場所へ参集 

《火災延焼・拡大》 《家屋倒壊、がけ崩れ、火災、帰宅困難者発生》 

《家屋被害》 

《避難が必要な状況が発生》 
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実施責任者 指示等 災害の内容 実施要件 根拠法 

知事又はその命

を受けた職員 
指示 

洪水、津波、高

潮、地すべり 

 ・水防法第29条 

・地すべり等防止法第

25条 

水防管理者 指示 
洪水、津波、高

潮 

 ・水防法第29条 

自衛官 指示 災害全般 
警察官がその現場にいない

場合は、執行権限を有する 

・自衛隊法第94条 

第１項 
 

(2) 警戒区域の設定 

市長等は、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、当該地区への立ち入りを制限し、若

しくは禁止し、又は当該地域からの退去を命ずることができます。 

 

表 警戒区域の設定権者 

設定権者 災害の種類 実施要件 根 拠 

市長  災害全般 

災害が発生し、又は、災害が発生しよ

うとしている場合で人の生命又は身体に

対する危険を防止するためには特に必要

があると認めるとき 

・災害対策基本法第63条 

第１項 

警察官  災害全般 

同上の場合において、市長若しくはそ

の委任を受けた市の職員が現場にいない

とき、又はこれらの者から要請があった

とき 

・災害対策基本法第63条 

第２項 

海上保安官  災害全般 同上 
・災害対策基本法第63条 

第２項 

消防吏員又は 

消防団員  

水災を除く災

害全般  

災害の現場において、活動確保を主目

的に設定 

・消防法第28条第１項 

・消防法第36条第７項 

水防団長、水防 

団員又は消防機

関に属する者 

洪水、津波 

又は高潮 

水防上緊急の必要がある場所におい

て、活動確保を主目的に設定 

・水防法第21条 

２ 避難指示等の発令基準 

(1) 市は、災害時に適切な避難指示等を実施するため、関係機関からの情報や自ら収集する

情報等を基に、避難指示等の発令基準等について、できる限り客観的な数値を定めるよう

努めます。判断基準については、想定外の事態にも対応できるよう総合的に判断します。 

また、避難対象地域の選定にあっては、避難所の位置、自主防災組織が定める避難経路

の状況、周辺地域の人口分布、自主防災組織の状況等を考慮して選定します。 

(2) 市長は、避難指示等の発令にあたり、必要に応じて専門家等の技術的な助言等を活用し、

適切に判断を行うものとします。 

(3) 市長は、危険が切迫した場合には、可能な限り警察、消防等関係機関と協議のうえ、地

域や避難先を定めて当該地域住民に避難を指示します。この場合、市長は直ちに県知事に
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報告します。 

３ 避難指示等の伝達方法 

(1) 避難指示等の伝達 

ア 避難指示等の伝達は、災害対策本部の情報伝達及び広報活動により行いますが、その際、

自主防災組織等を十分活用するとともに、間接広報を有効に利用します。 

イ 市は、避難指示等の伝達にあたっては、多様な伝達手段・伝達媒体を活用するとともに、

市民等に避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準とした災害に対する危険性の認識、

自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等が少なからずあること等を踏

まえ、避難行動を強く促すことができるよう配慮します。 

(2) 避難指示の内容 

市長は、原則として次の内容を明示して避難指示を発令します。 

ア 避難を要する理由 

イ 避難指示の対象地域 

ウ 避難先とその場所 

エ 避難経路 

オ 注意事項 

４ 要配慮者の避難 

市は、要配慮者が時間的余裕をもって避難を開始することができるよう、早めの段階で避難

行動を開始することを求めます。 

５ 防災上重要な施設の避難誘導 

学校、病院、工場等防災上重要な施設の管理者は、避難計画に基づき、利用者、従業者等の

避難誘導に万全を期します。この場合において、避難の場所、経路、時間、誘導等の指示・伝

達は、その施設の地理的条件等を考慮して実施するものとします。 

 

第３ 避難所等の開設 

市長は、指定緊急避難場所及び指定避難所（ミニ防災拠点）を始めとし、災害の状況に応じて、

補助避難所やその他避難所を開設します。なお、市内及び隣接する行政区で震度５強を観測した

場合には、指定避難所（ミニ防災拠点）として市立小中学校を迅速に開設します。 

また、避難所を開設した場合は、市は、速やかに市民に周知するとともに、県をはじめ関係

機関に連絡します。 

市は、避難所として開設した学校施設について、応急教育の実施等、義務教育の実施に著し

い支障を来さないよう、避難市民等の意向等に十分留意し、必要に応じ移転・統合を図ります。 

１ 避難所等の開設場所 

(1) 指定避難所（ミニ防災拠点） 

市が管理する市立小中学校を指定避難所（ミニ防災拠点）と定め、災害の状況、規模等

により開設します。 

(2) 補助避難所（予備避難所） 

必要に応じて市の判断で開設される避難所であり、国・県立及び私立の学校等を指定し
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ています。 

(3) 指定緊急避難場所 

異常な現象の種類ごとに、切迫した災害の危険から身を守るための緊急的な避難先とし

て定め、災害の状況、規模等により開設します。なお、行政センター等の公共施設等を避

難場所として開設する場合があります。 

(4) その他の避難所等 

協定等に基づき、災害時の状況により開設します。 

ア 一時滞在施設（帰宅困難者用） 

災害の状況、規模等により、帰宅困難者を一時的に収容する一時滞在施設を開設します。 

イ 福祉避難所 

指定避難所（ミニ防災拠点）及び補助避難所において共同生活が困難な要配慮者を収容

対象として、福祉避難所を開設します。 

２ 避難所の開設 

市は、災害の規模、状況に応じ、避難所等を開設します。 

また、避難所を開設した場合は、速やかに市民に周知するとともに、県をはじめ関係機関に

連絡します。 

避難所として開設した学校施設については、応急教育の実施等、義務教育の実施に著しい支

障を来さないよう、避難市民等の意向等に十分留意し、必要に応じ移転・統合を図ります。 

(1) 開設の時期 

災害発生から、なるべく早い時期に、施設の状態を確認し、被害状況等に応じ災害対策

本部の指示により開設します。 

(2) 施設の提供及び入所者の管理 

ア 施設管理者は、避難所の用に供する施設の部分を明示して提供します。 

イ 入所した被災者の管理は、避難所に参集した避難所運営委員会が行います。 

ウ 避難者は、避難所での生活ルールの順守や避難所運営に協力します。 

(3) 避難所開設時の留意事項 

ア 避難所の開設にあたっては、当該施設管理者、学校長及び教職員等に協力を求め、被災

者の円滑な入所、保護に努めます。 

イ 被災者の入所・保護にあたっては、施設が安全性を有するかを判断し、安全性に欠ける

と認められるときは、災害対策本部に報告し安全措置を講じるか、又は災害対策本部の指

示を受け、他の安全な施設に誘導します。 

ウ 特設公衆電話回線が敷設されている市立小中学校の屋内運動場等において、電話機の設

置により通信手段を確保します。 

(4) 開設状況の報告 

避難所運営委員会は、避難所の開設状況等に係る次の事項を、電話、無線等を使用して

災害対策本部に報告するものとします。 

ア 避難所名及び発信職員氏名 

イ 開設日時 
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ウ 収容人員及び世帯数 

エ 必要物品等（食料、飲料水、衣類、寝具その他） 

オ 流言飛語の状況 

３ 避難所への入所 

(1) 対象者 

ア 住宅が被害を受け、居住の場を失った者 

イ 現に被害を受け、速やかに避難しなければならない者 

ウ 災害によって現に被害を受けるおそれのある者 

(2) 避難者の誘導  

ア 避難所の施設内への誘導については、自主防災組織、市職員、学校長及び教職員等関係

者が行います。 

イ 学校施設における避難順序は、後日の授業再開に備え、屋内運動場から入所させ、各学

校の状況に応じ、会議室等、特別教室、普通教室のいずれかから順次入所させます。 

ウ 屋内運動場は、最初に通路となるスペースを確保し、町丁目又は町内会､自治会等に配

慮し、効率的に避難者を誘導します。 

エ 要配慮者を優先して避難させます。 

オ 避難経路については、可能な限り事前に安全確認するとともに、危険箇所にロープ張り

や表示を行うほか、状況により誘導員を配置して事故防止に努めます。特に、夜間におい

ては、可能な範囲での照明を確保し、安全確保に努めます。 

カ 大規模災害の場合、上記の対応ができない場合が起こり得るため、市民が自発的に避難

所に向かい決められた行動がとれるよう、平常時から啓発に努めます。 

 

第４ 避難所の運営 

１ 避難所運営委員会 

(1) 避難所運営委員会の設置 

大規模災害発生時には、極めて多数の避難者が一定期間、避難所を臨時の生活拠点とし

て利用することを前提に、避難所が避難者にとって秩序のとれた施設として機能すること

が求められています。そこで、あらかじめ避難所運営マニュアルに基づき、各避難所に避

難所運営委員会を設置します。 

また、運営に対して、女性の意見を取り入れるため、男女共同参画の視点を踏まえた組

織とします。 

(2) 避難所運営委員 

避難所運営委員は、次により構成します。 

ア 自主防災組織 

イ 施設管理者（学校長又は教職員） 

ウ 市職員 

エ 避難者 

オ その他避難所運営委員会が必要と認めるもの 
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図 避難所運営委員会（例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) 避難所運営委員会の役割 

避難所運営委員会は、平常時から次に掲げる事項について検討、協議します。 

ア 避難所の円滑な管理及び運営に関すること 

イ 福祉避難所との連絡調整に関すること 

ウ 地震災害対策に係る情報交換及び防災訓練への参加に関すること 

エ 避難所運営委員会の体制等について定めた「避難所運営マニュアル」の作成に関するこ

と 

オ その他、避難所の管理及び運営に関し、必要と認められる事項 

２ 避難所における時期別の課題等 

避難所では、災害発生からの時間の経過に伴い、運営上の課題等が変化することが予想され

ます。初動期（災害発生後１日～３日）、混乱継続期・復旧期（４日～14日）及び復興期（15

日～）のそれぞれにおける課題等は次のとおりです。 

(1) 初動期（１日～３日） 

ア 学校施設使用等についての調整 

イ 施設の安全点検及び安全対策 

（ｱ）施設の安全点検のため、速やかに震後診断を行います。 

（ｲ）避難所の建物の被害状況について、災害対策本部へ報告します。 

（ｳ）余震による二次災害防止のために、落下物、転倒物、損害箇所の点検等の安全対策を

行います。 

避難所運営委員会 自主防災組織 

避難者 

学校長・教職員 

市職員 

食料物資班 

・物資の管理 

・食料供給要請 

・生活用水の確保 

・調理施設の有効利用 

 

救護班 

・救護所との連携 

（応急救護所の設置） 

・健康管理の指導 

・メンタルヘルスへの 
対応 

・ボランティアの協力 

体制 

 

情報広報班 

・地域の被害状況や 

安否情報の把握 

・避難生活に必要な 

情報の提供 

・地域の状況に応じた 

広報の実施 

・ボランティアの対応 

総務班 

・避難所の安全確保 

・防災資機材や備蓄品 

の確保 

・避難所のレイアウト 

の設定 

・避難所内の整理整頓、 

清掃のルール化 

・授業の早期再開 
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（ｴ）大規模火災が付近に延焼した場合、災害対策本部と調整のうえ、他の避難所等に誘導

します。 

ウ 傷病者、要配慮者等の把握と対応 

（ｱ）傷病者等の救護を行い、水・毛布等の備蓄品を優先的に配布します。 

（ｲ）可能な場合、できるだけ環境条件の良い別室に収容します。 

（ｳ）医療機関及び社会福祉施設への移送も検討します。 

（ｴ）医師、保健師等と連携し、避難者の健康状態の把握や衛生状態の把握に努めます。 

エ 避難者数の把握と避難者名簿の作成及び報告 

（ｱ）避難者名簿は、避難者の生活支援の基礎資料となるため、できるだけ早く作成します。 

（ｲ）避難者名簿の作成及び取扱については、個人情報に配慮します。 

オ 被災者、自主防災組織、学校長及び教職員、ボランティア等への協力要請 

余震に備え、屋内での火気の使用を制限します。 

カ 避難所避難者、在宅避難者等への給食、給水、物資配給等の実施 

（ｱ）防災倉庫内から至急必要な物品を搬出し、配布します。 

（ｲ）不足物品の品目・数量を調査し、災害対策本部へ不足物品の配送を要請します。 

（ｳ）給食、物資等の品目及び配給にあたっては、高齢者、障害者、子ども、女性等に配慮

し実施します。 

キ 仮設トイレの設置等必要な措置を災害対策本部へ要請 

（ｱ）仮設トイレを組み立てます。（水洗トイレが使用できる場合は、雑用水を確保して使

用します。原則として男女別とし、女性が安全に利用できるよう設置場所に配慮します。） 

（ｲ）夜間対策として、発電機・投光機をセットします。 

ク 安否確認等への対応 

ケ 災害対策本部等からの情報収集 

（ｱ）携帯電話、防災行政用無線により、災害対策本部との連絡を密にし、情報を収集しま

す。 

（ｲ）ラジオ報道等により情報を収集します。 

コ 避難者への災害関連情報の伝達 

（ｱ）校内放送又は携帯拡声器を準備し、これらの活用により、デマ情報等を打ち消し、正

確な状況を伝えます。 

（ｲ）避難者が正確な情報を把握できるよう、ラジオ等の受信機を配置します。 

（ｳ）災害対策が開始されていることを伝えます。 

（ｴ）火災・救助状況を伝え、概要を掲示します。 

（ｵ）道路・交通状況（道路崩壊、落橋、がけ崩れ、交通渋滞又は区域）、他都市の状況、

災害の規模を伝えます。 

（ｶ）外国人に正確な情報が的確に伝わるよう、災害時通訳ボランティアや通訳ボードの活

用等、多言語化に配慮します。 

サ 派遣された自衛隊等との調整 
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(2) 混乱継続期及び復旧期（４日～14日） 

ア 避難者数の把握と避難者名簿の作成及び報告 

避難者の出入り等の動向を随時、把握していきます。 

イ 避難施設管理者、自主防災組織、学校長及び教職員、ボランティア等との避難施設運営

共同体制の組織化と運営 

ウ 避難者、自主防災組織、学校長及び教職員、ボランティア等の各役割分担の取り決め（給

食、給水、物資等の配給、介護、施設の清掃等） 

エ 傷病者、要配慮者等の把握と処置 

傷病者・要支援者等の状況把握に努めるとともに、状況に応じ、医療機関及び社会福祉

施設へ移送します。 

オ 安否確認等への対応 

カ 市の応急対策の状況、医療及び生活関連情報、安否情報等を周知するための情報板等の

設置 

キ 避難所被災者、在宅被災者等への給食、給水、物資配給等の実施 

（ｱ）備蓄品を公平に配布します。 

（ｲ）支援物品を受取り、公平に配分します。 

（ｳ）給食人員の取りまとめ（避難所人員と在宅要給食人員の把握）と災害対策本部への連

絡 

ク 避難所管理者との施設使用について再協議（避難施設と学校教育の場の調整等） 

ケ 施設内でのプライバシーの保護及び女性への配慮 

（ｱ）間仕切り等を設置します。 

（ｲ）着替えや授乳できる場所を確保します。 

（ｳ）外から見えない女性下着等の洗濯物干し場を設置します。 

（ｴ）女性や子どもに防犯ブザーやホイッスルを配布し、安全に配慮します。 

（ｵ）避難者や女性ボランティアの安全を確保するため、警察等関係機関における警備強化

と併せて自警組織による見回りを実施します。 

コ 女性への注意喚起 

女性避難者や女性ボランティアが性犯罪等に巻き込まれないように、安全への注意喚起

を実施します。 

(3) 復興期（15日～〔中・長期化への対応〕） 

ア 避難施設運営共同組織による運営 

イ 避難者数の把握と避難者名簿の点検及び報告  

避難者の出入り等の動向を随時把握していきます。 

ウ 避難施設入所者の健康管理及び栄養指導についての協議 

エ 医師、保健師等による健康相談の実施 

体調や持病の悪化、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群等）、インフルエンザ等

の感染症等による震災関連死の軽減を図ります。 

また、必要に応じて、保健福祉事務所と連携し、管理栄養士又は栄養士による巡回栄養

相談等を実施します。 
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オ 安否確認等についての対応 

カ 臨時相談窓口開設に対する協力 

（ｱ）緊急を要する事項の対応を行います。 

（ｲ）安否情報の間い合わせ応答を行います。 

（ｳ）報道機関に対する広報又は規制を行います。 

キ 自主防災組織、避難者への協力依頼 

自主防災組織、避難者に協力を依頼し、自炊を主とした避難生活への移行を検討します。 

ク 避難者の住生活の早期確保 

避難者の健全な住生活の早期確保のため、国、県の協力のもと、公営住宅や民間賃貸住

宅等の空室情報を把握するほか、応急仮設住宅の建設候補地をリストアップします。 

３ 共生社会の視点に配慮した生活環境の確保 

市は、性別、年齢、障害の有無、文化等の違いに関係なく、多様な人々が安心して過ごせる

共生社会の視点に配慮し、避難所における生活環境を常に良好なものとするよう努めます。 

また、市は、県の「避難所マニュアル策定指針」を参考に、女性用トイレの確保や設置場所

の工夫、授乳や着替え（更衣室）のスペースの確保等、避難所における女性の生活環境を良好

に保つための具体的な取組の実施に努めます。 

４ ペット・動物の保護収容 

(1) 避難所でのペットの受入れは、各避難所運営委員会で決定した方針に基づいて実施しま

す。各避難所で対応できなくなった場合、市は、湘南獣医師会等へ応援依頼します。 

(2) 被災により放浪するペット・動物について、市民から通報を受けた場合は、市は、県動

物愛護センターに連絡し、保護収容を依頼します。 

また、保護したペット・動物については、飼い主への情報提供の観点から、避難所と連

絡調整します。 

５ 避難所外の避難  

過去の全国の災害の事例において、避難所外の自動車やテント等へ避難する場合や親戚等を

頼って遠方へ避難する被災者も多く発生したことから、市は、国、県の動向を踏まえ、避難所

外の避難のあり方について検討します。 

６ 避難所外避難者等への対応  

避難所外の避難者の発生を想定し、市は次のような支援に努めます。 

避難所以外の自動車やビニールハウス、テント等へ避難する被災者、また、親戚等を頼って

市外へ避難する被災者が多く発生することが想定されるため、市は次のような支援に努めます。 

(1) 避難所外避難者の把握及び支援 

市は、自主防災組織等の協力を得て、避難所以外にいる避難者（場所、人数、支援の要

否・内容）の把握に努めるとともに、食料・物資等の提供、情報の提供等必要な支援に努

めます。 

(2) 健康対策 

避難所外避難者は、自動車等の狭い空間での運動不足やトイレに行く回数を減らすため

に水分摂取を控えること等から、静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）を引き起こ
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しやすくなるため、市は、注意喚起と予防方法を避難者に呼びかけます。 

(3) 市外避難者への対応 

市は、市外へ避難した市民の安否を把握するため、市外避難者に対し、避難先及び安否

について市に連絡をするよう、市ホームページや報道機関等を通じて呼びかけます。 

また、市民や自主防災組織の協力を得て、市外避難者に関する情報を収集し、市外へ避

難した市民の把握に努めます。 

◆ 資料３－１：広域避難場所一覧表 

◆ 資料３－２：被災者収容施設（ミニ防災拠点・避難所）一覧表 

◆ 資料３－４：津波来襲時の緊急避難建築物・空地等一覧表 

 

第５ 帰宅困難者対策 

大規模災害が発生した場合、公共交通機関の運行停止等により発生する帰宅困難者については、

特に本市は多くの観光客が訪れることから、次のように対処するものとします。 

１ 市の対応 

(1) 帰宅困難者への必要な情報の提供 

市及び関係機関は、帰宅困難者に冷静な行動をとってもらうため、防災行政用無線をは

じめ、多様な情報提供手段を活用し、一時滞在施設の開設状況や鉄道等の運行状況、運転

再開への見通し、代替輸送の有無、駅周辺の混雑状況等の情報を迅速に収集し、的確に提

供します。 

(2) 帰宅困難者への支援 

ア 避難施設の提供 

災害発生により帰宅の手段を失い、駅周辺、市街地、社寺・名所旧跡等に滞留している

人に対し、市は、事前に選定した一時滞在施設を提供します。 

イ 避難誘導 

市は、一時滞在施設を迅速に開設し、次の事項に留意し、帰宅困難者を適切に誘導しま

す。 

（ｱ）周辺の土地に不案内な帰宅困難者に的確な行動を促すため、十分な情報提供を行いま

す。 

（ｲ）駅構内の滞留旅客については、鉄道事業者が避難誘導を行います。 

（ｳ）駅構外の帰宅困難者の避難誘導については、鉄道事業者、警察、自治会、町内会、商

店会等と連携・協力して行います。 

（ｴ）帰宅困難者の一時滞在施設への搬送については、状況に応じ、バス輸送の活用も含め

事業者と連携して対応します。 

（ｵ）誘導にあたっては、道路状況等安全の確保に特に留意します。 

（ｶ）関係機関と連携し、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、遠距離通学の小中学生、外国人

等の要配慮者に特に配慮します。 

ウ 帰宅困難者の把握 

市は、避難施設に避難した帰宅困難者数について、警察署、鉄道事業者等と十分連携を
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とり、把握します。 

エ 避難施設における措置 

市は、避難施設において次の措置をとります。 

（ｱ）災害対策本部と避難施設との連絡体制の確保 

（ｲ）要配慮者等に対する救護措置 

（ｳ）飲料水等の供給体制の確保、備蓄・支援物資の配布等 

（ｴ）交通機関の運行状況の把握及び周知 

（ｵ）帰宅困難者に対する各種の情報提供 

（ｶ）その他必要な措置 

(3) 県への報告 

災害対策本部は、帰宅困難者の避難状況について、県災害対策本部へ報告するとともに、

必要に応じて、県へ協力要請します。 

２ 企業・事業所等の対応 

(1) 市は、企業・事業所等に対し、従業員、顧客に対する安全確保に努めるよう要請すると

ともに、災害関連情報や徒歩帰宅支援等に関する情報提供に努めます。 

(2) 市は、帰宅困難者が帰宅するにあたっては、企業・事業所等と連携し、帰宅困難者の円

滑な徒歩帰宅を支援します。 

(3) 企業・事業所等は、公共交通機関の運行情報等から安全に帰宅できることが確認できる

までは、建物内又は他の安全な場所で従業員等を待機させるよう努めます。 

(4) 企業・事業所等は、行政及び関係機関から提供される情報等により、従業員等が安全に

帰宅できることを確認次第、従業員等の帰宅を開始します。 

３ 観光客等滞在者の域外移送 

市は、交通機関の途絶により、多くの観光客等の滞在者が帰宅手段を失った場合、市の一時

滞在施設に収容しますが、交通機関の復旧の見通しがない場合は、観光客等滞在者を交通機関

が途絶していない他の地域へ移送し、そこから帰宅するよう対策を図ります。 

(1) 移送手段 

市は、観光客等滞在者を域外移送するため、腰越漁港から小型船舶による海上自衛隊輸

送艦艇や他港への移送を準備します。 

(2) 移送先 

市は、他の地域の交通事情を調査の上、自衛隊等移送担当機関に依頼し、打合せの上、

移送先を決定します。 
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第６ 広域避難・広域一時滞在 

１ 広域避難 

市は、大規模災害の発生のおそれがある場合、市単独では市民等の避難場所の確保が困難と

なり、市外への避難及び避難所等の提供が必要と判断した場合には、県内の他の市町村への市

民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ほか、緊急を要する場合は、県に報告したうえで、自

ら他の都道府県内の市町村に協議します。 

２ 広域一時滞在 

(1) 他市町村に対する避難者の受入要請 

市長は、大規模地震が発生し、市内の避難所のみでは収容が困難となり、市外への避難

及び避難所や応急仮設住宅の提供が必要と判断した場合、県内の他の市町村への市民の受

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ほか、緊急を要する場合は、県に報告したうえで、

自ら他の都道府県内の市町村に協議します。 

要請の方法は、当面、電話等口頭で要請し、後日文書で正式に要請します。要請にあた

っては、次の事項を要請先へ伝えます。 

ア 避難者の人員（男女別）・世帯数 

イ おおむねの避難期間 

ウ 障害者や寝たきり老人等の人員（男女別） 

エ 引率責任者の氏名、所属 

オ その他必要事項 

市は、後日、他市町村から被災者受入れの申し入れがあった場合、市民へこの情報を公

開し、要望する被災者に対し、受入市町村への避難をあっ旋します。 

(2) 避難者の移送手段の確保 

担当部は、避難者の移送に用いる車両等の確保に努めます。ただし、被害の程度によっ

ては要請市町村に対し、移送手段も併せて要請します。 

(3) 対象避難者への周知 

市長は、他市町村への避難を決定した場合、速やかに対象避難者へ周知します。周知手

段は、緊急時の場合は口頭等により伝達し、避難所の避難者への伝達には、市職員が直接

口頭で伝達します。周知にあたっては、おおむね次の事項を説明します。 

ア 避難先の市町村名、避難先 

イ その他必要な事項 
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第８節 生活救援活動 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、商工班、財政班、公的不動産活用班、健康福祉班、都市整備班 

関係機関 協定締結団体、自主防災組織 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

避難所の避難者や在宅避難者等の被災者に対する飲料水、食料、生活必需物資について、備蓄

物資の活用、各種協定等による物資の調達、支援物資の活用等により確保し、早期に必要な物資

を供給します。 
 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

本市の水道は県営によるものであることから、災害用指定配水池における飲料水の確保につい

ては、県営水道が行います。 

市は、給水班を組織し、県営水道及び市が確保した飲料水を活用して応急給水を実施します。 

また、市による給水が困難な場合は、協定を締結している事業者及び県営水道に協力を要請し

ます。 

１ 対象者及び給水量 

災害のために水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が汚染し、又は枯渇するために飲

料水が得られない市民等に対して、最低一日に１人３リットルの応急給水を行うものとします。 

災害の規模、災害発生からの経過日数等により、応急給水目標基準は次のとおりとします。 

 

表 応急給水目標の目安 

地震発生からの日数 給水 基準 

地震発生～３日 ３ℓ ／人・日 

４ 日 ～ 1 4 日 ７ℓ ／人・日 

1 4 日 以 降 20ℓ ／人・日 

復 興 期 100ℓ ／人・日 

第８節 生活救援活動 第１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

第３ 生活必需物資の調達・供給 

第２ 食料の供給 

第４ 救援物資の受入れ・配分 

第５ 応急仮設住宅の建設及び被災住宅の 
応急修理 
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２ 飲料水の確保 

飲料水は、県営水道が災害用として指定している山ノ内配水池、城廻配水池、七里ガ浜低区

配水池のほか、市が設置した飲料水兼用耐震性貯水槽の飲料水、耐震性プール又は井戸の水を

ろ過したものにより確保します。 

３ 被災者への給水方法 

(1) 応急給水方法 

ア 地震発生直後 

地震発生直後は、市民等の備蓄飲料水の活用で対応します。 

イ 拠点給水 

地震発生から数日間程度は、１人１日３リットルの飲料水を供給するため、災害用指定

配水池、飲料水兼用耐震性貯水槽、学校、企業等の緊急遮断弁付受水槽、耐震性プール又

は井戸の水をろ過した飲料水を避難所等と給水拠点へ運搬し、給水します。 

ウ 応援給水 

市は、必要に応じて県、自衛隊、民間業者等に応援を要請し、給水活動を実施します。 

この場合、必要な応援給水の種類（給水車両、ペットボトル、ポンプ等）を明確に伝え

ます。 

エ 給水困難地域、要配慮者利用施設、医療機関への給水 

道路途絶地域や要配慮者利用施設への給水は、自主防災組織、自治会・町内会、ボラン

ティア等に協力を要請し、給水拠点からの給水を依頼します。 

また、医療機関への速やかな給水に配慮します。 

(2) 応急給水用車両等資機材 

応急給水車両は、原則として、市が保有する車両及び協定を締結している民間協力機関

の車両により、応急給水容器等を積載し給水を実施します。 

市民側の給水容器は原則として、市民の備蓄によるものを使用し、必要に応じて市備蓄

のポリタンク等を配布します。 

４ 飲料水以外の生活用水の供給 

市は、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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図 飲料水供給の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 食料の供給 

市は、災害の発生に備え、被災者と滞在者のための非常食料として、長期保存可能な食品を避

難所等に備蓄しています。 

市は、備蓄食料等の活用をはじめ、様々な手段で食料等を確保・調達し、被災者等に供給しま

す。なお、食料の供給にあたっては、食品の温度管理、衛生的な取扱い等の衛生管理に配慮しま

す。 

１ 食料供給の対象者 

食料供給の対象者は、次のとおりとします。 

(1) 避難所生活者 

(2) 住家が被害を受け、炊事ができない者 

(3) 救助作業に従事する者で給食を行う必要がある者 

(4) 通常の流通機関が一時的に麻ひ混乱し、食料供給が受けられない者 

(5) 在宅要配慮者 

応 急 給 水 の 実 施 

災害発生 

水 道 管 の 被 害 状 況 

断 水 状 況 等 の 調 査 

応急給水用資機材の確保 

・独自調査の実施 

・県企業庁鎌倉水道営業所への問い合わせ 

・市内飲料水備蓄施設の状況把握 

・応急給水必要地域の抽出 

・県企業庁鎌倉水道営業所との打ち合わせ 

・給水拠点の決定：避難所等 

・要配慮者、観光客等への給水計画の作成 

・給水必要量の検討 

＊給水基準： 

 災害発生～３日：３ℓ ／人・日 

 ４日～14日  ：７ℓ ／人・日 

応急給水の必要性の検討 

給 水 計 画 の 作 成 

・市所有車両の確保 

・協定業者から車両確保 

・ポリタンク、ホース等の資機材の確保 

・応急給水実施についての広報、市民への周

知 

・災害用指定配水池、受水槽等から給水拠点

へ 

・給水困難地域、要配慮者への給水の実施 
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２ 食料の確保 

(1) 食料ニーズ及び必要量 

確保する食料は、原則的に、握り飯、弁当又はパン、麺類、サバイバルフーズとします。 

食料の提供に際しては、食物アレルギー、宗教上の制約等に十分配慮することとします。 

食料の必要量については、避難所等の施設、災害対応の従事者の食料を担当部局で整理

し把握するものとします。 

(2) 協定業者を通じての確保 

市は、食料供給に関する協定を締結している業者に協力を要請し、避難所等において必

要となる食料、飲料水等を確保します。 

(3) 県及び他市町村からの食料の調達 

市は、市のみで食料を確保することが困難な場合は、県及び他市町村に食料の供給を要

請します。 

食料・物資集配拠点から避難所等への輸送は民間輸送業者等に要請して行います。 

(4) 県を通じての米穀の調達 

災害対策本部長は、災害の発生に伴い給食に必要な米穀の確保のため、政府所有米の調

達を要するときは、数量を知事に申請することができます。ただし、交通・通信の途絶に

より、県の指示が得られない場合は、直接農林水産省（農産局農産政策部貿易業務課）に

直接要請します。 

県知事は、米穀登録卸売業者等の手持精米で供給が困難な場合には、農林水産省（農産

局農産政策部貿易業務課）に政府所有米の放出を要請します。 

３ 食料の輸送と配布 

(1) 食料の輸送 

備蓄食料の輸送は、市が準備する車両により実施し、必要に応じて、自主防災組織、ボ

ランティア等に協力を依頼します。 

また、指定業者から調達する場合は、市が指示する場所への直送を依頼します。 

(2) 食料の配布 

ア 避難所での配布 

調達した食料は、避難所の管理責任者へ引き渡し、管理責任者や避難所運営担当者を通

して避難者へ配布します。 

イ 在宅避難者への配布 

住居の被害で炊事ができない在宅避難者用の食料は、最寄り避難所へ必要数を引き渡し、

そこから配布します。 

ただし、当該避難所が被災した地域の在宅避難者は、隣接する避難所から食料の配布を

受けます。食料の配布を希望する在宅避難者は、所定の避難所へ登録し、避難者自らが避

難所において受け取ることを原則とします。 

また、自ら食料を受け取りに来られない在宅の要配慮者避難者へは、自主防災組織、自

治会・町内会等のコミュニティや近隣の市民、ボランティア等が配布を支援します。 
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４ プル型支援とプッシュ型支援 

災害時における支援物資の供給体制には、「プル型支援」と「プッシュ型支援」があり、「プ

ッシュ型支援」は、市からの具体的な要請を待たず、国が水や食料等を緊急輸送する支援であ

り、緊急時を乗り切るための応急措置です。 

一方、「プル型支援」は、市からの具体的要望により、当該物資を調達・搬送する方法です。 

国が示す物資調達の考え方は、発災後３日までは備蓄、発災後４～７日（４日間）はプッシ

ュ型支援、それ以降はプル型支援にて対応するとしています。 

市は、こうした考え方を踏まえ、地域内輸送拠点の開設やプッシュ型支援及びプル型支援に

よる物資の受入れ・管理、各避難所への搬送等における役割分担等、具体的な行動をあらかじ

め想定し、対応するよう努めます。 

また、「プッシュ型」の支援の継続が被災地における物資の滞留を招かないよう、配送・供

給状況を踏まえた「プル型」支援への適時・円滑な切替えができるよう努めます。 

 

図 プッシュ型支援とプル型支援による物資の受入れ・搬送イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 資料４－３：防災備蓄食料一覧表 

◆ 資料５－16：災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 

発災後４～７日 

（プッシュ型支援にて対応） 

 

地域内輸送拠点 

（物資の受入れ） 

避難所 避難所 

各指定避難所（ミニ防災拠点）へ搬送 

 発災後３日まで 

（備蓄にて対応） 

７日～ 

（プル型支援にて対応） 
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図 食料供給の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

避 難 所 開 設 状 況 、 

食料供給対象者の把握 

食料の確保、調理施設の確保 

・食料供給対象者の把握 

＊食料供給対象者： 

①避難所生活者、②住家が被害を受け炊

事できない者、③救助作業に従事する者

で行う必要がある者④通常の流通機関が

一時的に麻ひ混乱し、食料供給が受けら

れない者、⑤ 在宅要配慮者 

・在宅避難者･避難所への供給計画の作成 

・食料必要量の検討 

・調理施設の決定 

・食料供給先の選定 

食 料 供 給 計 画 の 作 成 

・３日分、推奨1週間分は市備蓄食料等を活用 

・握り飯、弁当又はパンを確保 

・指定業者から調理済み主食も確保 

・避難所等調理可能施設の確保 

・被災していない自主防災組織、ボランティ

ア等に調理を要請する 

・食料配布の広報活動の実施 

・原則として避難所へ配布 

・指定業者調達食料は業者が輸送し、備蓄

食料は市手配車両で輸送する 

・在宅避難者は避難所で食料を受け取る 

・要配慮者への配布は、自主防災組織、ボラ

ンティア等の支援を要請する 

・必要に応じて県に要請する 

・必要に応じて他市町村に要請する 

食 料 の 調 理 

食 料 の 配 布 

不 足 食 料 の 確 保 
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第３ 生活必需物資の調達・供給 

市は、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。 

１ 生活必需物資の確保 

(1) 生活必需物資供給の対象者 

生活必需物資供給の対象者は、次のとおりとします。 

ア 避難所生活者 

イ 住家が被害を受け、日常生活を営むことが困難な者 

(2) 確保する物資の種類 

確保する生活必需物資の範囲は、次のとおりとします。 

ア 寝具類：寝具、敷物 

イ 衣料：下着 

ウ 炊き出し器具：鍋、釜、包丁、食器セット等 

エ 日用品雑貨：おむつ類、ほ乳瓶、生理用品、タオル、トイレットペーパー 

オ 光熱器具・設備：照明設備・器具、暖房設備 

カ その他：仮設トイレ 

(3) 生活必需物資の調達先 

ア 市は、備蓄生活必需物資を活用するとともに、事前に協定を締結した指定業者や広域応

援協定等により生活必需物資を調達します。 

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。 

２ 生活必需物資の輸送 

生活必需物資の輸送は、市が準備する車両により実施します。 

また、指定業者から調達する場合は、市に指示された場所（原則、避難所）への直送を依頼

します。 

３ 生活必需物資の配布 

(1) 避難所での配布 

調達した物資は、各避難所の管理責任者へ引き渡し、管理責任者を通して避難者へ配布

します。 

(2) 在宅避難者への配布 

在宅避難者用の物資は、最寄りの避難所へ必要数を引き渡します。 

ただし、当該避難所が被災した地域の在宅避難者は、隣接する避難所へ登録し、この避

難所から配布を受けます。 

また、自ら受け取りに来られない要配慮者等の在宅避難者へは、自主防災組織や自治会・

町内会等、近隣の市民、ボランティア等が配布を支援します。 
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図 生活必需物資供給の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

避 難 所 開 設 状 況 、 

生活必需物資供給対象者 

の 把 握 

生活必需物資供給計画の作成 

・在宅避難者･避難所への供給計画の作成 

・物資必要量の検討 

・物資供給先の選定 

※供給物資：寝具、敷物、下着・おむつ類、

ほ乳瓶、生理用品、タオル、炊き出し器具

一式、仮設トイレ及びトイレットペーパー、

照明設備・器具、暖房設備 

・物資対象者の把握 

＊物資供給対象者： 

①避難所生活者、②住家が被害を受け日

常生活を営むことができない者 

・必要に応じて県知事に要請する 

・指定業者以外から調達する 

・物資配布の広報活動の実施 

・原則として避難所へ配布 

・指定業者調達物資は業者が輸送し、備蓄

物資は市手配車両で輸送する 

・在宅避難者は避難所で物資を受け取る 

・要配慮者への配布は、自主防災組織、ボラ

ンティア等の支援を要請する 

生 活 必 需 物 資 の 確 保 

生 活 必 需 物 資 の 配 布 

不足生活必需物資の確保 

・毛布、敷物、生理用品、紙おむつ、トイレ

ットペーパー、ほ乳瓶、仮設トイレは備蓄

分を活用 

・その他の物資は指定業者から調達 
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第４ 救援物資の受入れ・配分 

他自治体や企業・団体等から寄せられる救援物資の受入れは、次の方法で実施します。 

１ 受入手段 

救援物資は、地域内輸送拠点で受け入れます。また、県が物資受入港として指定する湘南港

からの物資、又は市の腰越漁港からの小型船舶による物資は、車両等を使用して地域内輸送拠

点へ輸送します。 

なお、ヘリコプターにより緊急に輸送される物資の受入れは、ヘリコプター臨時離着陸場に

おいて行います。 

２ 受入方法 

市は、地域内輸送拠点で受付けた救援物資の仕分け等の業務を行います。 

なお、個人からの小口救援物資については原則受け入れないものとし、義援金による支援を

呼びかけるものとします。 

(1) 救援物資は依頼項目に限定し、可能な限り義援金による支援に替えます。 

(2) 荷物には、物資の内訳、数量等の必要事項を明記します。 

(3) 腐敗しやすい生鮮食料品は受け付けないものとします。 

３ 仕分け等 

(1) 市は、被害規模等の状況に応じて、地域内輸送拠点に物資受付員、連絡員及び仕分員を

配置します。 

(2) 市は、被害状況や世帯構成状況に応じた物資供給計画を作成のうえ、必要物資名及び数

量を定め、迅速かつ正確に活動を実施します。 

なお、物資の受渡しについては、管理簿により需給状況を把握し、災害対策本部に報告

します。 

(3) 物資の仕分け、搬送にはボランティア等を活用します。 

４ 物資の輸送及び配分 

(1) 市は、車両等を使用し、受け入れた救援物資を避難所等へ輸送します。 

(2) 救援物資は、避難所の要望に応じて配分します。 

◆ 資料５－16：（別表第２）災害時応急生活物資供給等の要請経路 

 

第５ 応急仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理 

災害により住宅を失った被災者に対する応急仮設住宅の建設、賃貸型応急仮設住宅の供給及び

被災した住宅の応急修理を次の計画により実施します。 

１ 応急仮設住宅の建設 

(1) 実施機関 

災害救助法が適用された場合、建築型応急仮設住宅、賃貸型応急仮設住宅及び応急修理

は、同法に基づき県知事が実施します。市は入居者管理等の窓口業務等を実施します。 

(2) 応急仮設住宅の建設 

ア 入居対象及び募集 
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応急仮設住宅への入居は、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者であっ

て、自らの資力では住宅を確保することができない者のうちから、選考し入居させます。 

ただし、供給戸数に対し入居対象者が上回る場合、高齢者世帯や心身障害者世帯等の要

配慮者世帯を最優先に入居させるとともに、コミュニティにも配慮しながら入居を進めま

す。 

なお、市は、応急仮設住宅への入居者の募集については、県の協力のもとに行います。 

イ 供与期間 

（ｱ）建設型応急仮設住宅 

住宅の供与期間は、原則、建築基準法第85条第４項（仮設建築物に対する制限の緩和）

により、許可を受けた期間（最高２年以内）とします。 

（ｲ）賃貸型応急仮設住宅 

住宅の供与期間は、原則、賃貸借契約日から２年間（応急修理を利用する場合は６か月）

とします。 

ウ 応急仮設住宅の運営管理 

各応急仮設住宅の運営管理にあたっては、応急仮設住宅における安心・安全の確保、孤

独死や引きこもり等を防止するためのこころのケア、入居者によるコミュニティの形成及

び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性をはじめとする生活者の意見を反映

できるよう配慮します。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅におけるペットの受入れに配慮します。 

(3) 市営住宅等の空室の活用 

市は、災害の規模等に鑑みて必要に応じ、被災者の一時入居のため、市営住宅の空室を

積極的に活用します。 

２ 被災住宅の応急修理 

(1) 応急修理が受けられる者 

被災住宅の応急修理の対象は、次のとおりとします。 

ア 災害によって住宅が半壊又は半焼し、当面の日常生活を営むことができない者 

イ 自らの資力では応急修理できない者 

(2) 応急修理の範囲 

応急修理の範囲は、居室、炊事場、トイレ等日常生活に欠くことのできない部分の応急

修理に限ります。 

(3) 応急修理の実施 

市は、県と連携して、被災住宅の応急修理をできる限り早期に対応できるよう協議を進

め、応急修理を実施します。 

３ 協力要請 

応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理については、協定締結先等の協力を求めます。 
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第９節 保健衛生、防疫、遺体対策等 

 

【実施主体】 

市 秘書広報班、市民健康班、健康福祉班、美化衛生班、清掃班、鎌倉班、大船班 

関係機関 鎌倉保健福祉事務所、自衛隊、鎌倉警察署、大船警察署、神奈川県歯科医師会 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、被災者の健康保持のため必要な活動を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮しま

す。また、行方不明者の捜索、死亡者の処置等について定めます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 保健衛生 

１ 衛生状態の確保 

(1) 市は、被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身の健康に

不調をきたさないよう常に良好な衛生状態を保つように努めます。 

(2) 市は、避難所の生活環境を確保するため、避難施設のトイレが使用できない場合は、仮

設トイレを早期に設置するとともに、被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、

生活ごみの収集処理等についても必要な措置を講じます。 

２ 入浴機会の確保対策 

(1) 一般公衆浴場の再開支援 

市は、入浴可能な公衆浴場の支援、把握を行い、広報等で市民に情報提供します。 

(2) 仮設入浴施設等の設置 

市は、一般公衆浴場施設だけで不足した場合、避難所等に仮設入浴施設等を設置します。 

(3) 自衛隊による支援 

市は、仮設入浴施設を設置する際、自衛隊の野営用風呂施設の支援を要請します。併せ

て、設置のためのスペース等を整備します。 

第９節 保健衛生、防疫、遺体 

対策等 

第１ 保健衛生 

第３ 行方不明者に関する対応及び遺体 

の捜索 

第４ 遺体の処置、火葬 

第２ 防疫対策 
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３ こころのケア 

市は、災害による児童、高齢者等をはじめとした被災者の急性ストレス障害やＰＴＳＤ（心

的外傷後ストレス障害）等の「こころの傷」をケアするために、精神科医や精神保健福祉士等

の協力を得て、必要な措置を講じます。 

また、市は、必要に応じて、県に対し「こころのケアチーム」の派遣を要請します。 

なお、市は、被災者のみならず災害救援スタッフのメンタルヘルスの維持に努めます。 

 

第２ 防疫対策 

市は、災害時における感染症等の発生及び流行の防止を図るため、次の計画により迅速、的

確に防疫対策を実施します。 

１ 防疫措置 

被災地等における防疫対策は、市が実施します。ただし、災害の状況により、市だけでは実

施不可能と判断した場合には、県に対して応援を要請します。 

(1) 実施方法 

市は、被災地域又は避難所の状況に応じて防疫活動を実施するとともに、被災者に自己

防疫を指導します。 

ア 清浄化 

（ｱ）市は、清浄化の実施にあたっては、管内における道路溝きょ、公園等公共の場所を中

心に行います。 

（ｲ）災害に伴う家屋及びその周辺の清掃は、各個人が行うことを原則とし、被災地の状況

に応じ、市は、的確な指導又は指示を行います。 

イ 消毒 

（ｱ）市は、消毒の実施にあたっては、法令の定めるところに従って行います。 

（ｲ）消毒の実施にあたっては、速やかに消毒薬剤等の手持量を確認のうえ、不足分を補い、

利用・保管に適した場所に配置します。 

（ｳ）市は、津波等で浸水した家屋の消毒方法や衛生的な手洗い等、感染症対策の必要性に

ついて、市民及びボランティア等に対し周知を徹底します。 

ウ ねずみ族、昆虫の駆除 

（ｱ）ねずみ族、昆虫の駆除については、県の指示により、法令の定めるところにより実施

します。 

（ｲ）市は、ねずみ族、昆虫の駆除の実施にあたっては、器材及び薬剤の現状確認を速やか

に行うとともに、不足器材等の調達に万全を図ります。 

(2) 防疫薬剤の備蓄 

災害における防疫対策の万全を期するため、防疫薬剤の備蓄を行うとともに、不足する

場合は、県に防疫用薬剤及び資機材の応援を要請します。 

２ 感染症対策 

(1) 感染症患者の治療 

県は、感染症患者が発生した場合には、感染症法に基づき、当該患者に対して感染症指
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定医療機関において治療するよう勧告するとともに、感染症発生場所及びその周辺地区等

の消毒を実施するよう市に指示します。 

(2) 感染症発生状況及び防疫活動の周知 

感染症が発生した場合、市は、その発生状況及びその防疫活動等につき、速やかに広報

活動を実施します。 

(3) 予防接種の実施 

市は、県の指示に従い予防接種法第６条第１項の規定による臨時の予防接種を実施する

場合は、ワクチンの確保や接種体制の確立等を迅速に行い、時機を失しないように措置し

ます。 

◆ 資料４－８：防疫器材一覧表 

 

第３ 行方不明者に関する対応及び遺体の捜索 

１ 行方不明者に関する相談窓口の設置 

市は、相談窓口や相談電話を設置し、警察署と連携を図りながら行方不明者に関する問い合

わせに対応します。 

また、地震災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により既に死亡してい

ると推定される者については、遺体捜査の対象とします。 

２ 行方不明者捜索 

災害時における行方不明者の捜索は、関係機関の協力を得て県警察が行います。 

３ 遺体の捜索 

市は、地震発生時に死亡していると推定される行方不明者については、機を失せず人員及び

捜索機器を確保し捜索にあたります。 

４ 捜索の期間 

遺体の捜索を行う期間は、原則、地震発生の日から10日間以内とします。 

５ 期間の延長（特別基準） 

災害救助法の適用下で11日目以降も遺体の捜索を行う必要がある場合は、捜索期間内（10日

以内）に次の事項を明らかにし、県知事へ申請します。 

(1) 延長期間 

(2) 期間の延長を必要とする地域 

(3) 期間の延長をする理由 

(4) その他期間の延長をすることによって捜索される遺体の数等 

６ 遺体を発見した場合の措置 

遺体捜索中に遺体を発見した者は、直ちに所轄の警察署又は消防署へ連絡します。 

７ 経費の負担 

遺体の捜索のために支出する費用は、災害救助法が適用された場合は県が負担し、その他の

場合は、市が負担します。 
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第４ 遺体の処置、火葬 

災害時における遺体の収容、埋火葬は、関係機関の協力を得て市が行います。 

１ 遺体の取扱 

(1) 遺体の発見、通報 

ア 災害現場から遺体を発見した者は、直ちに警察署にその旨を通報します。 

イ 市及び警察署は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに所轄警察署又は直近の警察

官にその旨を通報するよう広報を徹底します。 

ウ 市は、検視等を経ずに埋・火葬することを防ぐために、死亡者を取り扱った者は必ず警

察署に通報し、検視等を受けさせることを徹底します。 

(2) 遺体の収容・受入れ  

ア 市は、施設の応急危険度判定に基づき、警察署と協議し、関係機関の協力を得て、迅速

かつ適切に遺体収容施設を選定し、開設します。遺体収容施設の開設においては、事前に

定められた選定候補施設の他、公共施設の中からも選定し開設します。 

イ 収容施設開設後、遺体収容の受付を行います。その際、遺体を搬送した者の氏名、住所、

遺体を発見した場所、遺体の氏名・住所等を必ず聴取し、確実に警察署が行う遺体の検視

等業務へと引継ぎを行います。 

(3) 遺体の検視等 

遺体の検視等は、警察署が行います。 

(4) 医師による遺体の検案 

ア 医師による遺体の検案は、警察協力医、県医療救護班又は応援協力により出動した医師

等が行います。 

イ 医師による遺体の検案後、市は、必要に応じて遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置を医師

等の指導・協力のもと行います。 

(5) 身元確認 

ア 市は、警察署とともに、自治会・町内会等の協力を得て、遺体の身元確認と身元引受人

の発見に努めます。 

また、身元不明者については、遺体及び所持品を写真撮影するとともに、人相、着衣、

特徴等を記録し、遺留品を保管します。 

イ 市は、身元不明者の身元確認のため、神奈川県歯科医師会への協力を要請し、また、警

察署は、神奈川警察署協力歯科医師等への協力を要請します。 

ウ 市は、医師による検案の終了した遺体について、「遺体処理票」及び「火・埋葬台帳」

を作成のうえ納棺し、氏名及び番号を記載した氏名札を棺に添付します。 

(6) 遺体の引渡し 

ア 市は、警察署と協力して、遺体の検視等や医師による検案が終了し、身元が明らかにな

った遺体を、遺族又は関係者に引渡します。遺族等が不明である遺体については、氏名等

を掲示し遺族等の早期発見に努めます。 

イ 市は、遺体の検視等や医師による検案が終了し、身元の確認ができない遺体については

関係書類を作成し、遺体とともに災害発生から一定期間、遺体安置場所に保管します。 
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ウ 市は、遺族等の引取り者がいない遺体や災害発生から一定期間安置した身元不明の遺体

について、通常の火葬処理の手続きを行い、火葬した後、焼骨を仮収蔵します。 

エ 遺族が未成年の場合、市は戸籍等から親族等を調査し、親族等と連絡を取り、遺体を引

き渡します。親族等が見つからない場合は、市が遺体の火葬、焼骨、埋葬等の手続きを行

います。 

２ 資器材の調達等 

市は、警察署、県、他市町村等と協議し、必要な棺、ドライアイス、ビニールシート、納体

袋、毛布等を調達・確保するとともに、遺族感情を考慮して、生花等についても配意します。 

３ 広報 

市は、遺体（死亡者）数、死者の氏名、身元不明死体数等の広報にあたっては、警察署等関

係機関と協議のうえ、統一的に行います。  

４ 広域相互火葬応援体制 

県は、県下の火葬場設置市町村間等における相互火葬応援体制の確立を支援し、更に、近隣

都県との広域的な相互火葬応援体制の確立を図ります。 

また、公衆衛生上の危害発生を防止するため、県内の応急医療救護活動と連携しつつ、遺体

の収容、遺体保存、遺体搬送手段の確保等に係る葬祭業者との協力体制の検討等を行い、円滑

な火葬業務等の遂行を支援します。 

◆ 資料３－６：遺体収容施設一覧表 

◆ 資料５－19：災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 

◆ 資料５－20：災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 

◆ 資料５－21：災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定書 
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第10節 要配慮者等支援対策 

 

【実施主体】 

市 
本部連絡班、秘書広報班、地域班、調査班、市民健康班、健康福祉班、都市整

備班 

関係機関 
市社会福祉協議会、鎌倉保健福祉事務所、社会福祉施設、自主防災組織、民生

委員児童委員 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

地震災害時において、要配慮者は、災害の認識や災害情報の受理、自力避難等が困難な状況に

あります。 

市及び社会福祉施設等の管理者は、地域住民の協力を得て、迅速かつ適切な要配慮者の安全避

難を実施するとともに、安否確認及び避難生活状況等の継続的な把握により必要な対策を講じま

す。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 要配慮者の避難対策 

１ 避難状況等の確認 

(1) 避難誘導 

災害時における一人暮らし高齢者、障害者等の要配慮者は、平常時から地域と行政が連

携しながら実態把握に努め、避難誘導する場合は、近隣住民の協力により、各地域の避難

所に収容します。 

また、平常時から地域と行政が連携しながら実態把握に努めます。 

避難行動要支援者の誘導については、避難行動要支援者避難支援計画（個別計画）が作

成されている場合は当該計画に基づき、避難誘導を行います。 

また、要配慮者利用施設においては、避難確保計画に基づき、避難誘導を行います。 

第 10節 要配慮者等支援対策 第１ 要配慮者の避難対策 

第６ 高齢者等に配慮した仮設住宅の提供、 

  仮設地区の生活支援 

第２ 避難所における要配慮者対策 

第３ 在宅の要配慮者に対する対策 

第５ 外国人の安全確保 

第４ 社会福祉施設における対策 
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(2) 避難状況連絡 

避難所へ避難した要配慮者等は、民生委員児童委員等を通じて、直ちに市に避難状況を

連絡します。 

(3) 安否確認 

ア 市は、避難行動要支援者名簿等により、要支援者の避難状況を確認します。 

イ 災害対策本部は、地域で安否や所在が確認できない要配慮者については、直ちに消防本

部及び警察署に通報します。 

(4) 要配慮者への情報伝達 

市は、避難所に避難した要配慮者に対して、ハンドマイク、拡大複写機、ファクシミリ

等の情報機器を活用するとともに、コミュニケーション支援が必要な要配慮者に対し、プ

ラカードやホワイトボード、コミュニケーションボード等を活用し、確実に情報を伝達し

ます。 

また、必要に応じて手話通訳者等を派遣します。 

２ 福祉避難所への移送 

市は、避難所に避難した要配慮者の障害の程度や体力、病状等により、避難所での生活が困

難な要配慮者については、福祉避難所又は適切な施設への移送を検討します。 

(1) 受入先の確保及び移送の実施 

社会福祉施設等の長は、災害対策本部と緊密な連絡をとり、福祉避難所を開設します。 

また、社会福祉施設等の長は、施設利用者を避難又は移送するときに、施設の車両、機

材だけで実施することが困難であると判断したとき、災害対策本部に車両等を要請します。 

(2) 福祉避難所での生活支援 

ア 福祉避難所においては、市社会福祉協議会の協力のもとに、ボランティア等を配置する

とともに、要配慮者の生活支援のために、ケースワーカー、ホームヘルパー等を必要に応

じ派遣します。 

なお、メンタルケア、入浴サービス等の専門的な支援については、鎌倉保健福祉事務所

及び市内の民間社会福祉施設に協力を働きかけます。 

イ 要配慮者に対する救援物資の配布については、市社会福祉協議会が派遣するボランティ

ア等の協力により実施します。 

(3) 常時介護を必要とする要配慮者の対応 

ア 重度障害者や寝たきり高齢者等の常時介護を必要とする要配慮者や福祉関連施設に収

容が困難になった要配慮者については、要配慮者緊急受入協定を締結している特別養護老

人ホーム等の協力により収容します。この場合、市は、当該施設に対し必要な支援を行い

ます。 

イ 特別養護老人ホーム等の施設が収容能力を超えた場合、又は対応が困難な要配慮者につ

いては、県知事に対し、必要な措置を要請します。 
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第２ 避難所における要配慮者対策 

１ 要配慮者等の健康管理 

(1) 環境変化等から生じる避難市民等の健康不安又は体調変化を早期発見するため、市は、

高齢者や障害者の健康状態、日常生活動作（ＡＤＬ）等を調査します。 

(2) 市は、鎌倉保健福祉事務所等と連携して、医師、保健師、栄養士等による健康相談等を

行い、必要に応じて医療機関へ移送します。 

また、必要に応じて、管理栄養士又は栄養士による栄養相談等を実施します。 

２ 避難所の良好な生活環境の整備 

市は、次の避難所の安全確保対策を講じます。 

(1) 高齢者や障害者、傷病者等は、避難所運営委員会との協議のうえ、できるだけ環境条件

の良い場所へ避難させるように配慮します。 

(2) 視覚障害者、聴覚障害者、外国人への災害情報の提供に配慮します。 

(3) 避難所の施設・設備については、バリアフリー化に努めます。 

(4) 感覚過敏な障害者の集団生活のストレスに対応するため、避難所内にパーティション等

で区切ったスペースを設けたり、避難所に近接した避難場所を用意したりするなど、クー

ルダウンできる場所の確保に努めます。 

３ 緊急援護の実施 

避難所での生活が困難で、援護を必要とする要配慮者、又は被災により在宅で十分に介護で

きない要配慮者については、病院、特別養護老人ホーム、障害者福祉施設等への緊急入院・緊

急一時入所を実施します。 

 

第３ 在宅の要配慮者に対する対策 

１ 要配慮者の状況把握 

市は、民生委員児童委員、自主防災組織、自治会・町内会等の協力を得て、災害発生後２～

３日目を目途に、在宅の独居高齢者や虚弱高齢者、寝たきり、障害者、乳幼児等の状況を把握

します。 

２ 巡回相談の実施 

担当部は、避難所を定期的に巡回し、保健・福祉に関する相談窓口を開設し、避難所周辺住

民も含めた相談業務を行うとともに、地域の保健・福祉のニーズの把握に努めます。 

３ 適切な保健・福祉サービスの提供 

市は、被災した要配慮者の在宅生活を支援するため、民間の介護サービス事業所と連携し、

保健福祉サービスを遅滞なく再開するよう働きかけます。 

また、在宅保健福祉サービスの実施が困難な場合については、県に対し、必要な措置を要請

します。 

(1) ホームヘルプサービス 

震災後の生活を立て直し、在宅生活を維持する条件を整えるため、必要な頻度でホーム

ヘルパーを派遣します。 
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(2) 入浴サービスの実施 

入浴の困難な在宅のねたきり老人等に、入浴サービスを実施します。 

(3) 介護・看護方法の訪問指導 

要配慮者の介護、看護を随時指導し、必要な医療ケアの確保に努めます。 

(4) 救援物資等の配布 

地域住民等の協力により、救援物資等を配布します。 

(5) ガイドヘルパーの派遣 

外出の困難な重度の身体障害者に対して、ガイドヘルパーを派遣します。 

(6) ボランティアによる援助 

災害ボランティアセンターと協力して、ボランティアによる在宅福祉サービスを提供し

ます。 

 

第４ 社会福祉施設における対策 

１ 施設被災時の安全確認及び避難等 

(1) 施設が被災した場合、施設管理者は、施設の防災マニュアル等に基づき、直ちに入所者

等の安全及び施設の被災状況を把握するとともに、入所者等の不安解消に努めます。 

(2) 入所者等が被災したときは、施設職員又は近隣の市民や自主防災組織の協力を得て応急

救助を実施するとともに、必要に応じて消防機関へ救助を要請します。 

(3) 施設管理者は、施設の被災状況に応じて、適切な避難場所等への避難誘導を行います。 

(4) 夜間、休日等で施設職員が少数のときは、地域住民や自主防災組織等の協力を得て、安

全な避難誘導に努めます。 

２ 被災報告等 

(1) 施設管理者は、入所者等及び施設の被災状況を市、県等に報告し、必要な措置を要請し

ます。 

(2) 市は、施設のライフラインに機能障害が発生した場合や生活物資が不足した場合は、優

先的に対応するものとします。 

３ 施設の使用が不能になった場合の措置 

施設管理者は、施設の継続使用が不能となったときは、市を通じて他の施設への緊急入所要

請を行うとともに、必要に応じて保護者等による引き取り等の措置を講じます。 

 

第５ 外国人の安全確保 

１ 安否確認等 

市は、災害発生後、外国人の安否確認を行い、県へ報告します。 

また、避難誘導、情報提供、相談、避難所の運営にあたって、通訳ボランティアの協力を得

るなど、外国人が孤立しないよう十分に配慮します。 

２ 避難誘導 

市は、外国人の避難誘導については、自主防災組織やボランティア団体等に協力を要請し実
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施します。 

また、可能な限り、外国人は通訳が配置された避難所に移送するなどの配慮を行うものとし

ます。 

３ 相談窓口の開設 

市は、外国人の悩みや生活相談等に対応するため、相談窓口と電話相談サービスを開設しま

す。開設にあたっては、英語等多言語で対応できるよう、語学ボランティアを配置します。 

 

第６ 高齢者等に配慮した仮設住宅の提供、仮設地区の生活支援 

市は、避難所等での生活が困難と認められる高齢者、障害者等ハンディキャップのある人に対

し、生活上の支障がない住宅（地域型仮設住宅）を設置するよう検討します。 

高齢者・障害者向け仮設住宅は、特に高齢者や障害者等のハンディキャップのある人の生活

上の支障がない住宅とします。 

１ 高齢者・障害者向け仮設住宅入居者への生活支援 

市は、高齢者・障害者向け仮設住宅に生活支援員を配置し、入居者の生活相談や見守り活動、

配食サービス等の在宅福祉サービスを提供するなど、入居者の生活を支援します。 

２ 仮設住宅地区における見守り活動 

市は、地域の見守りネットワークを活用し、民生委員児童委員及び社会福祉協議会の協力を

得て、仮設住宅地区での要配慮者への見守り活動を推進します。 

(1) 生活状況の確認等 

市は、要配慮者の仮設住宅への入居状況の把握に努めます。 

また、民生委員児童委員の協力を得て、仮設住宅各戸を訪問し、高齢者や障害者の生活

状況や生活支援の必要性の把握調査を行います。 

(2) 連絡体制の整備 

市は、仮設住宅に入居している要配慮者からの通報等に対応するため、緊急時の連絡体

制を整備します。 

(3) 安否確認活動の推進 

市は、仮設住宅地区において、安否確認活動を早期に展開するため、民生委員児童委員

等の協力を得て、訪問活動を推進します。 

(4) 生活支援の実施 

保健師、ホームヘルパー等は、仮設住宅に入居する高齢者や障害者等に対し、生活状況

の把握や生活支援のための訪問活動を行います。 

(5) 住民相互の助け合い 

市は、仮設住宅地区でのコミュニティの育成を図るため、仮設住宅自治会の結成を支援

するとともに、必要に応じて「ふれあいセンター（仮称）」等の施設の整備を検討します。 

また、入居者同士の声かけ運動の展開等、住民相互による地域見守りを推進します。 
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第11節 応急教育 

 

【実施主体】 

市 教育部（教育総務班、学務班、学校・学習施設）、健康福祉班 

関係機関 公立学校、学校法人、保育所等、自主防災組織 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

災害時において、児童・生徒等の安全確保を図るとともに、学校教育及び保育の実施に万全を

期すため、教育施設、教職員及び学用品等の早期確保に努め、応急教育の円滑な実施を図ります。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 児童・生徒等の保護対策 

１ 実施機関 

(1) 市立小中学校における応急教育は、市教育委員会が実施します。 

(2) 県、私立学校における応急教育は、それぞれ設置者が実施します。 

２ 学校の対応 

学校長等は、災害発生時において、避難実施計画に基づき、児童・生徒等の保護に努めます。 

(1) 学校長等は、校内に対策本部を設置し、情報等の把握に努め、的確な指揮にあたります。 

(2) 児童は学校において保護者へ引き渡し、生徒は教職員が一定の場所まで引率して集団下

校します。特別に配慮を要する生徒については、保護者への引き渡しも行うものとします。

また、保護者の不在、帰宅路の被害等により、帰宅が困難である児童・生徒等については、

学校において保護します。 

(3) 児童・生徒等が交通機関を利用して通学している場合は、教職員が引率して下校する、

又は学校で保護するなどの対応を行います。 

(4) 津波の被害が予想される学校では、強い揺れや周期の長い揺れを感じたら、揺れがおさ

まった後に直ちに近くの高台、校舎等の鉄筋コンクリートの建物等、できるだけ安全な階

に児童・生徒等を一時避難させます。その後は津波に関する情報を確認し、津波・大津波

警報発表中は児童・生徒等を安全な場所に待機させます。 

(5) 初期消火、救護・搬出活動の防災活動を実施します。 

第 11節 応急教育 第１ 児童・生徒等の保護対策 

第２ 応急教育対策 

第３ 保育所等における応急対策 

第４ 避難所協力 

第５ 保護者、地域との協力 
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３ 学校長及び教職員の対処 

(1) 学校長及び教職員は、児童・生徒等を安全な場所で待機させたうえ、全体の指示を待ち

ます。 

(2) 学校長及び教職員は、児童・生徒等の退避・誘導にあたっては、氏名・人員等の掌握、

異常の有無等を明確にし、的確に指示します。 

(3) 学校長及び教職員は、学級名簿等を携行し、対策本部の指示により、所定の場所へ誘導・

退避させます。 

(4) 支援が必要である児童・生徒については、あらかじめ介助体制等の組織を作るなど、十

分配慮します。 

(5) 児童・生徒等の保護者等への引き渡しについては、あらかじめ決められた引き渡しの方

法で確実に行います。 

(6) 遠距離通学者、交通機関利用者、留守家庭等で帰宅できない児童・生徒等については、

氏名・人員等を確実に把握し、引き続き保護します。 

(7) 学校長及び教職員は、児童・生徒等の安全を確保したのち、対策本部の指示により防災

活動にあたります。 

 

第２ 応急教育対策 

１ 被害状況の把握等 

(1) 施設設備の被害状況の把握 

学校長等は、学校の施設・設備の被災状況を市教育委員会に報告します。 

(2) 児童・生徒等の被害状況の把握 

学校長は、児童・生徒の安否を調査し、その所在を把握し、市教育委員会等に報告しま

す。 

２ 学校施設の応急復旧 

(1) 被害箇所及び危険箇所の応急修理 

学校長は、災害の規模・程度によっては二次災害が起きることも考えられるため、その

防止を図ります。 

また、早急に学校活動を再開するため、施設・設備の被災状況を確認するとともに、市

の実施する応急危険度判定を早急に受けます。 

市教育委員会は、被害箇所及び危険箇所を早急に修理し、正常な教育活動の実施を図り

ます。 

(2) 仮校舎の設置 

市教育委員会は、校舎の修理が不可能な場合には、プレハブ校舎等の教育施設を設けて、

授業の早期再開を図ります。 

３ 応急教育の実施 

(1) 応急教育の実施場所 

災害により小中学校が被災した場合は、関係機関等の協力を得て諸施設の借用や転用等

により、状況にかなった応急教育を実施します。 
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なお、学校の被災の程度に応じ、おおむね次表の基準に基づき、応急教育の実施場所を

検討します。 

 

表 応急教育実施の予定場所 

災害の程度 応急教育実施の予定場所 
左の諸施設が避難収容所 

となった場合 

学校の校舎の一部が災害を

受けた場合 
特別教室、屋内運動場等 

各地区に残存する神社の境

内、仏閣等の建物（建物が使

用できない場合は、その敷地）

の利用を検討します。 

学校の校舎等が全部災害を

受けた場合 

１ 隣接学校の校舎 

２ 学習センター等公共施設 

特定の地域全体について相

当大きな災害を受けた場合 

１ 無災害の最寄りの学校 

２ 学習センター等公共施設 

３ 応急仮設校舎 
 

(2) 応急教育の方法 

市教育委員会は、正常授業の早期再開に努めます。 

ただし、学校又は地域の被災状況等によりやむを得ない場合は、複式学級を編成するほ

か、二部授業や圧縮授業等を暫定的に行います。 

(3) 応援の要請等 

ア 市教育委員会は、被災校の応急教育のため、小中学校相互の教職員の応援体制を確立す

るため、隣接する学校の学校長に応援要請を行います。 

イ 市教育委員会は、被災校の応急教育のため、小中学校相互の調整をしてもなお、応急教

育の円滑な実施に支障がある場合は、県教育委員会に対し、教育実施者、教材等応援の要

請を行います。 

ウ 県、私立学校が被災し、応援要請があった場合は、支障のない限度において教材等を供

与し、県、私立学校の正常授業に協力します。 

(4) 学用品の支給 

学用品の支給は、災害救助法施行令で定める程度の災害が発生し、災害救助法の適用が

行われた場合に実施します。 

(5) 給食措置 

学校施設を避難所として使用した場合、給食施設は、非常炊き出し用施設として利用す

る可能性があり、学校独自での使用が不可能となるため、児童・生徒の給食は、市民に配

給するものと同様のものをもって行います。なお、アレルギー等への対応に配慮します。 

(6) 保健衛生 

ア 市は、震災により、学校が津波浸水等による被害を受けた場合は、特に感染症の予防に

努めるとともに、環境衛生の確保に努めます。 

イ 災害時にも引き続き、調理場に関係者以外の者の出入りを禁止するとともに、調理器具、

食器類の加熱又は薬品による消毒を完全に実施し、伝染病や食中毒が発生しないよう衛生

管理を徹底します。また、調理場には、最小限の消毒薬を備蓄します。 
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(7) 児童・生徒等のこころのケア 

学校長等は、被災後、児童・生徒等のこころのケアに対応するため、学校医、スクール

カウンセラー、教育相談機関等との連携を密にし、カウンセリング体制の整備を図るとと

もに、被災した児童・生徒のこころのケアに努めます。 

 

第３ 保育所等における応急対策 

１ 児童の保護対策 

保育所及び放課後児童クラブ（以下「保育所等」という。）は、「本節 第１ 児童・生徒等

の保護対策」に準じて、児童の避難、誘導、保護を実施します。 

２ 被害状況等の把握 

災害が発生した場合、保育所等は、施設設備の被害状況、児童の安否、所在等を把握し、市

に報告します。 

３ 応急保育の実施 

市は、応急保育の実施にあたって、児童の保護者、養育者等が安心して生活再建のための活

動に専念できるよう、援助するとともに、児童の精神的安定を確保します。 

(1) 通所の可否による保育の実施 

ア 通所可能な児童について 

通所可能な児童については、各保育所等において保育します。 

イ 通所できない児童について 

通所できない児童については、地域ごとに実情を把握するよう努めます。 

(2) 保育所等での対応 

ア 入所児童以外の受入れについて 

入所児童以外の児童については、可能な限り受け入れ、保育するよう検討します。 

イ 長期間保育所等が使用できない場合 

被災により、長期間保育所等の施設が使用できない場合は、関係機関と協議して早急に

保育が再開できるよう措置するとともに、平常保育の開始される時期を早急に保護者に連

絡するよう努めます。 

 

第４ 避難所協力 

学校は、学校施設が避難所となった場合は、市等関係機関と十分に連携を図り、円滑な開設・

運営に協力します。 

１ 運営体制 

学校は、必要に応じ、学校災害対策本部内に避難所支援班を設置し、避難所運営委員会と連

携して避難所の運営を行います。 

２ 避難所としての施設の使用 

避難所としての円滑な運営及び早期の教育機能回復の観点から、避難所となる場合の学校施

設の使用は、その機能を踏まえて行います。 
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普通教室は、災害対策上やむを得ない場合に限り、適宜、開放することとしますが、学校教

育再開に備え、一定数確保します。 

また、理科実験室等一部の特別教室は、薬品等危険物が置かれているため、例外的に避難者

受入れのスペースとして使用しないものとします。 

 

第５ 保護者、地域との協力 

１ 保護者との協力 

災害の状況等によっては、学校だけでは十分な対応を図ることが困難な場合も考えられるこ

とから、各学校は、児童・生徒等の安否・所在の確認、学区内の被災状況、通学路の点検・安

全確保、学用品の支給に関し、保護者の協力を得るよう努めます。 

２ 地域の自主防災組織等との協力 

学校は、地域コミュニティの中心となるため、安全の確保や学校が避難所となる場合の円滑

な運営を図るため、協議の場の設定等により、地域の自主防災組織、ボランティア組織、地域

医師会、学校医等の協力を得るよう努めます。 

また、学校における非常用物資の備蓄・管理についても協力を得るよう努めます。 

※私立幼稚園、県立鎌倉養護学校、県立高等学校、横浜国立大学附属鎌倉小中学校、私立小

中高等学校、鎌倉女子大学等にあっては、本計画を参考にして、それぞれの責任の範囲内

において防災対策を実施します。 
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第12節 文化財等の災害応急対策 

 

【実施主体】 

市 調査班、警防班、鎌倉班、大船班、教育総務班、都市景観班、学校・学習施設 

関係機関 文化財の所有者・管理者、神奈川県教育委員会、文化庁 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、文化財等が貴重な財産であることを勘案して、被害状況の調査・把握に努めるとともに、

指定文化財の災害応急対策を行います。 

また、景観重要建造物等についても同様の対策を実施します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

第１ 被害状況の収集 

市は、文化財等の被害状況の収集・把握に努め、文化財等が滅失しないよう応急措置を検討し

ます。 

 

第２ 応急対策 

文化財等が被災し滅失のおそれがある場合は、災害の段階に応じて、一時的な保護等必要な措

置の実施を図ります。 

１ 被害の把握等 

(1) 文化財等の所有者・管理者（防火管理者をおくところは防火管理者）は、文化財の被災

状況を調査・把握し、その内容を直ちに消防本部、市及び県教育委員会に通報します。消

防本部は、災害対策本部に情報を提供します。 

(2) 文化財等の所有者・管理者による通報が困難な場合は、市教育委員会が文化財等の被害

状況を調査するとともに、所有者・管理者の安否を確認します。 

市教育委員会は、被害調査後、県教育委員会、文化庁等関係機関に報告します。 

２ 応急措置 

(1) 被災現場の保存 

ア 被害を受けた文化財等の所有者・管理者は、防護柵を設けるなど、現場の保存に努めま

す。 

イ 所有者・管理者のみで現場の保存を行うことが困難な場合は、市は、ビニールシート、

防護柵やロープ等を提供し、応急措置を講ずるとともに、市教育委員会、県教育委員会、

文化庁等関係機関に応急措置の支援を求めます。 

第 12節 文化財等の災害応急対策 第１ 被害状況の収集 

第２ 応急対策 
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ウ 文化財等の所有者・管理者は、盗難等を防止するために、警察署や警備会社に協力を求

めます。 

エ 市は、文化財等の保管場所が損害を受けた場合には、公共施設等に一時的に保管させる

などの措置を講じます。 

(2) 他機関との協議 

市教育委員会は、国宝や国・県指定重要文化財等について、被災状況を収集・調査した

結果を文化庁及び県教育委員会に報告し、速やかに文化財等を復旧・維持できるよう、国・

県をはじめ、所有者や管理団体等の協力を得て対策を講じます。 

３ 景観重要建造物等の応急措置 

市は、景観重要建造物等について、所有者と協力して応急的な保護措置や被害の拡大防止、

修復に向けた施策に努めます。 
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第13節 交通規制・緊急輸送対策 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、秘書広報班、公的不動産活用班、交通対策班、道路整備班 

関係機関 

神奈川県警察、神奈川県公安委員会、陸上自衛東部方面混成団隊、海上自衛隊

横須賀地方総監部、海上保安庁第三管区海上保安部、東日本旅客鉄道（株）、

湘南モノレール(株)、江ノ島電鉄(株)、京浜急行電鉄(株)、神奈川中央交通(株) 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

発災期初期における救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、迅速かつ適切に緊

急輸送を実施します。 

また、市民等の避難及び災害復旧活動の実施に必要な要員及び物資の輸送を、応急復旧の各段

階に応じて迅速、的確に実施します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 災害時交通規制 

１ 交通規制の実施責任者 

災害により、交通施設、道路等の危険な状況が予想され、又は発見したとき若しくは通報に

より認知したときは、次の区分により、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限を行いま

す。道路管理者及び県警察は、密接な連携のもとに適切な処置をとります。 

なお、公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止等を行うため必要があるときは、

道路管理者に対し、緊急通行車両の通行を確保するための区間の指定、放置車両や立ち往生車

両等の移動等について要請します。 

 

第 13節 交通規制・緊急輸送対策 第１ 災害時交通規制 

第２ 緊急輸送 

第３ 緊急道路啓開 

第４ 公共交通網の応急対策 
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表 交通規制の実施機関 

 実施責任者 範  囲 根拠法 

道
路
管
理
者 

国土交通大臣 
知事 
市長 

１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危
険であると認められる場合 

２ 道路に関する工事のためやむを得ないと認めら
れる場合 

道路法第 46条 
第１項 

警 
 
 

察 

公安委員会 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている
場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行わ
れるようにするため緊急の必要があると認めるとき 

災害対策基本法 
第 76条第１項 

道路における危険を防止し、その他交通の安全と
円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起
因する障害を防止するため必要があると認めるとき 

道路交通法第 
４条第１項 

警察署長 
道路交通法第４条第１項に規定する交通規制のう

ち、適用期間が短いもの 
道路交通法第 
５条第１項 

警察官 

１ 道路における交通が著しく混雑するおそれがあ
る場合において、当該道路における交通の円滑を
図るためやむを得ないと認めるとき 

２ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道
路において、交通の危険が生じるおそれがある場
合 

道路交通法第６条 
第２項、第４項 

 

２ 規制の実施 

(1) 相互連絡 

県警察、道路管理者は、被災地の道路・交通状況に関する情報を相互に交換するととも

に、交通規制が必要な場合は、事前に道路交通の禁止又は制限の対象・区間及び理由を相

互に通知します。 

(2) う回路の選定 

道路管理者は、道路の交通規制を行った場合は、県警察と連絡協議の上、迂回路の設定

を行い、交通の混乱の防止に努めます。 

(3) 規制の広報等 

道路管理者等は、道路交通の規制の措置を講じた場合は、警察・市所有車両による広報、

ラジオ・テレビヘの放送要請、立看板・横断幕・情報板の設置、警察官や市職員による広

報を実施することにより、一般交通にできる限り支障のないように努めるとともに、交通

渋滞緩和や安全確保への協力を求めます。 

３ 通行禁止等における義務及び措置命令等 

(1) 車両の運転者の義務 

車両の運転者は、道路の区間にかかる通行禁止等が行われたとき、又は区域にかかる通

行禁止等が行われたときは、車両を速やかに他の場所に移動させます。 

(2) 警察官、自衛官及び消防職員による措置命令 

警察官は、通行禁止区域等において、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が生じるおそれがあると認めるときは、
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車両その他の物件の所有者等に対して緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措

置を命じます。 

また、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防職員は、警察官がその場にいない

場合に限り、自衛隊用緊急通行車両又は消防用緊急車両の通行のため、同様の措置を講ず

ることができます。 

４ 運転者のとるべき措置 

大規模地震が発生した際には、走行中の車両の運転者は、次の要領により行動します。 

(1) 避難のために車を使用しないこと。 

(2) 急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により、道路の左側に停

止させ、カーラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動

すること。 

(3) 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

(4) 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、エンジンを停

止し、エンジンキーは車内に残したままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

(5) 駐車するときは、避難する人の通行や緊急通行車両の通行等災害応急対策の実施の妨げ

となるような場所には駐車しないこと。 

(6) 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。 
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図 災害時交通規制の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 緊急輸送 

１ 輸送計画の作成 

市は、災害発生直後における応急給水、物資の輸送、避難者及び要配慮者の移送等のために

必要な車両等を調査するとともに、市所有車両や事業者等協力団体から供給可能な車両等の配

備計画を作成します。 

２ 輸送対象の想定 

緊急通行（輸送）車両により輸送する対象は、被害の状況及び災害応急対策の進捗状況に応

じ、おおむね次のとおりとします。 

(1) 第１段階（災害発生直後から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

災害発生 

・被災地等への流入規制、緊急交通路確保

のための交通規制 

・道路破損・決壊等危険な道路のう回 

・規制方法：標示の設置又は警察官による

指示 

・警察との連携・調整 

・関係機関による情報収集 

・地域班や消防による情報収集 

交 通 規 制 の 要 請 

交 通 規 制 の 広 報 

交 通 規 制 の 実 施 

・車使用の自粛 

・規制道路の周知 

・警察と連携し混乱防止に努める 

道 路 被 害 情 報 の 把 握 

・県警察へ要請 

・警察収集情報の収集 

消防、自治会等の 

関係機関への通知 
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要員等初動の災害応急対策に必要な人員及び物資 

エ 後方医療機関に搬送する負傷者等 

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 

(2) 第２段階（災害発生後３日目からおおむね１週間の間） 

ア 第１段階の続行 

イ 食料、飲料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 

オ 災害応急対策活動等に必要な燃料 

(3) 第３段階（災害発生後おおむね１週間以降） 

ア 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 

３ 緊急輸送車両の確保 

(1) 市保有車両 

緊急輸送にあたっては、原則として市管理の車両を使用するものとし、市は、応急活動

等が停滞しないよう、十分調整を図ります。 

(2) 事業者等への協力依頼 

市は、市所有車両だけで不足が生じた場合、市内業者や「災害時における自動車輸送の

協力に関する協定」等に基づき、車両を確保します。 

(3) 県に対する調達・あっ旋依頼 

市は、必要な車両等の確保が困難な場合は、県に対して要請又は調達・あっ旋を要請す

るものとし、業務の目的、積載内容、台数、期間、集結場所等を明示して、県知事に要請

します。 

(4) 燃料の確保 

燃料の確保は、原則として市内業者に協力を求めます。 

４ 自動車以外の緊急輸送 

(1) ヘリコプターによる輸送 

ア 臨時離着陸場の確保 

市は、地震発生直後、市内の臨時離着陸場の状況を確認し、県、県警察、自衛隊等関係

機関に報告します。 

なお、臨時離着陸場に避難者等が避難していた場合は、十分な説明の上で適切な施設へ

誘導します。また、必要に応じて警察官等の応援を要請します。 

イ ヘリコプターの要請 

市は、ヘリコプターによる負傷者の搬送、医薬品、救援物資等の輸送の必要性が生じた

場合は、県知事に、第三管区海上保安本部、陸上自衛隊、海上自衛隊の航空機（ヘリコプ

ター）による輸送を要請します。 

ウ ヘリコプターによる輸送の実施 
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市は、ヘリコプターによる輸送を行う際は、関係機関と緊密に連携して実施します。 

また、離着陸場に職員を派遣するなど、周辺避難者や市民等の安全を確保します。 

(2) 船舶による輸送 

ア 港湾施設の状況把握 

市は、地震発生直後、港湾施設の状況を把握するとともに、災害対策本部に報告します。 

イ 船舶の要請 

市は、船舶による避難者や物資の輸送の必要性が生じた場合、第三管区海上保安本部及

び漁業協同組合に協力を求めるほか、県知事に海上自衛隊の船艇による輸送を要請します。 

ウ 船舶による輸送の実施 

市は、船舶による輸送を行う際は、関係機関と緊密に連携して実施します。 

また、県指定の物資受入港である湘南港、市の腰越漁港に職員を派遣するほか、必要に

応じて警察官の協力を要請するなど、避難者等の安全確保に努めます。 

(3) 鉄道車両による輸送 

一度に多くの輸送が必要な場合等鉄道による輸送が適当な場合には、市は、鉄道事業者

に協力を要請し、輸送の確保を図ります。 

５ 緊急通行（輸送）車両の確認手続き 

(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実施責任者、又

はその委任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します。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の指示 

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・生徒の応急教育 

オ 施設及び設備の応急の復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の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、又は拡大防止のための措置 

(2) 緊急輸送車両 

ア 消防、水防その他の応急措置 

イ 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 

ウ 施設及び設備の整備並びに点検 

エ 犯罪の予防、交通の規制、社会秩序の維持 

オ 緊急輸送の確保 

カ 地震が発生した場合における食料、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他保健

衛生に関する措置、その他応急措置を実施するために必要な体制の整備 

キ その他地震災害発生の防止又は軽減を図るための措置 
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(3) 緊急通行（輸送）車両の確認 

災害対策基本法第76条第１項の規定する緊急通行車両であることの確認及び同法施行令

第33条第２項に規定する標章及び証明書の交付事務手続き、並びに大規模地震対策特別措

置法第24条に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認、及び同法施行令第12条第２

項に規定する標章・確認証明書の交付事務手続きは、県知事が行う車両を除き、県公安委

員会が行います。 

◆ 資料５－11：災害時における自動車輸送の協力に関する協定 

◆ 資料９－１：漁業協同組合別漁船一覧表 

◆ 資料９－６：ヘリコプター臨時離着陸場一覧表 
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図 緊急輸送の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 緊急道路啓開 

１ 緊急啓開路線の選定 

道路管理者は、地震時に、倒壊建物や看板、電柱等の障害物により交通障害が発生した場合、

緊急車両の通行を確保するために、県警察等関係機関と連携し、次に示す基準により緊急道路啓

開路線を選定します。 

(1) 緊急啓開路線の選定基準 

ア 病院等主要公共施設や市役所本庁舎、警察署、消防署等関係機関を結ぶ路線 

イ 緊急輸送道路 

ウ 主要な防災拠点に接続する路線 

災害発生 

市 所 有 車 両 、 漁 港 、 

臨時離着陸場の状況把握 

・市所有車両の被害状況の把握 

・漁港、船舶接岸可能場所の状況確認 

・臨時離着陸場の被害状況の把握 

輸 送 計 画 の 作 成 ・優先順位の決定 

・輸送ニーズにあった手段の選定 

・市所有車両等の活用 

・市内業者及び協定に基づく車両の確保 

・県への調達・あっ旋要請 

・警察・自衛隊・海上保安庁への支援要請

（ヘリ・船舶等） 

緊 急 輸 送 の 実 施 

輸 送 手 段 の 確 保 

・応急給水、物資運搬、避難者輸送の実施 

輸 送 ニ ー ズ の 把 握 ・応急給水、物資運搬、要配慮者輸送、避

難者輸送等の必要性の把握 

・各部課との調整 
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エ その他上記のルートを補完する路線 

(2) 緊急啓開路線の優先順位 

緊急啓開作業を行うにあたっては、市、県警察、自衛隊等関係機関がそれぞれ連絡を密

にしながら迅速に実施するとともに、被害の状況に応じて救急・救援活動等を考慮した優

先順位を定め、効率的に実施します。 

２ 緊急道路啓開の実施 

(1) 道路啓開の実施主体 

道路管理者は、被害状況を踏まえ、建設業者等の協力を得て、必要な緊急道路啓開を実

施します。なお、県管理の道路については、神奈川県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います。 

(2) 道路啓開の実施内容 

道路管理者は、原則として二車線の車両通行帯が確保できるよう道路上の障害物等を除

去し、緊急車両の走行に支障のない程度に道路陥没、亀裂等の舗装破損箇所の応急復旧を

行います。 

３ 緊急啓開道路情報の伝達 

緊急道路啓開にあたっては、市、県警察、自衛隊等関係機関が相互に道路啓開に関する情報

を共有化し、迅速に道路啓開を実施します。 

４ 道路障害物除去 

道路管理者は、交通機能を確保するために、警察等関係機関と連携し、倒壊建物等の障害物

を除却します。 

５ 道路啓開用資機材の調達 

市は、道路啓開に必要な資機材について、業界団体の協力を得て確保します。 

なお、必要に応じて自衛隊等に対し、資機材の支援を要請します。 

６ 撤去物の処分 

道路管理者は、道路啓開により発生した撤去物の処理にあたっては、災害廃棄物の仮置き場

まで運搬し、仮置きします。 
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図 緊急道路啓開の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 公共交通網の応急対策 

１ 基本方針 

各公共交通機関は、別途次に掲げる応急対策により対応します。 

２ 応急対策 

(1) 災害時の活動組織の編成 

(2) 初動措置 

(3) 鉄道等の応急輸送対策 

災害発生 

・道路管理者による情報収集 

・地域班や消防による情報収集 

道 路 啓 開 計 画 の 作 成 ・啓開対象道路：緊急車両通行のための道

路 

・啓開必要道路の抽出 

・道路啓開優先順位の決定 

・関係機関との調整 

道 路 啓 開 の 実 施 

道路啓開用資機材の確保 

道路施設被害情報の共有化 ・市収集情報を県警察へ伝達 

・警察収集情報の収集 

道路施設被害情報の把握 

・建設業者等の確保 

・自衛隊への応援要請 

・道路啓開実施の広報活動 

・県、県警察、自衛隊等関係機関と連携し

ながら実施 

・道路啓開により発生した廃棄物の処理

は、第16節廃棄物処理対策に基づく 
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(4) バスの応急輸送対策 

(5) 災害時の通信、情報連絡体制 

(6) 旅客に対する避難誘導 
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第14節 警備・救助対策 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班 

関係機関 
神奈川県警察本部、鎌倉警察署、大船警察署、神奈川県公安委員会、海上保安

庁第三管区海上保安本部 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市及び県警察は、大規模地震が発生した場合、あるいは南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）等が発表された場合、警備体制を早期に確立し、県警察の総力を挙げて迅速、的確な災害応

急対策等を実施することにより、市民の生命、身体及び財産の保護、交通秩序の維持、各種犯罪

の予防検挙、その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治安の万全を期します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

第１ 陸上における警備・救助対策 

１ 警備体制の確立 

(1) 災害警備本部の設置 

県警察は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、あるいは大

地震が発生した場合には、警察本部に神奈川県警察災害警備本部を、鎌倉警察署及び大船

警察署に警察署災害警備本部を設置して、指揮体制を確立します。 

(2) 警備部隊等の編成 

県警察は、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応じて迅速・的確な部

隊運用を行います。 

２ 災害応急対策の実施 

(1) 情報の収集・連絡 

県警察は、災害警備上必要な情報収集を行い、収集した情報を、必要により関係機関に

連絡します。 

(2) 救出・救助活動 

県警察は、把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊、広域緊急援助隊等の部隊を被災

警察署等に出動させ、県、市及び関係機関と協力して、被災者の救出・救助活動を実施し

ます。 

また、警察署長は、消防等関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関す

る調整を行います。 

第 14節 警備・救助対策 第１ 陸上における警備・救助対策 

第２ 海上における警備・救助対策 
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(3) 避難指示等 

警察官は、災害対策基本法第61条第１項又は警察官職務執行法第４条第１項により、避

難の指示又は避難の措置を講じます。 

(4) 津波対策 

津波警報等が発表された場合又は津波による被害が発生するおそれがある場合は、県警

察は市等と連携して、迅速かつ正確な津波警報等の伝達・通報並びに沿岸住民等に対する

避難の指示及び安全かつ効率的な避難誘導を行います。 

(5) 交通対策 

県警察は、被災地における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われ

るように、被災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する

区域を設定し、緊急交通路の確保等必要な交通規制を実施します。 

(6) 危険物等対策 

県警察は、大規模地震等の災害発生時に、火災原因となるおそれのある薬品を管理する

施設、ボイラー施設等について、消防と綿密に連携し、速やかに、大規模な火災、有害物

質の漏えい、爆発等の発生の有無の調査を行い、状況に応じて施設内滞在者及び施設周辺

住民の避難誘導や交通規制等災害の拡大を防止するための的確な措置を行います。 

(7) 防犯対策 

県警察は、被災地における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における混乱、避難所

におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避

難所等の定期的な巡回等を行います。 

また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力

団による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努めます。 

更に、被災地に限らず、災害に便乗した犯罪の取締りや被害防止に努めるとともに、災

害に乗じたサイバー攻撃に関する情報収集及び市民に対する適切な情報提供を行うなど、

社会的混乱の抑制に努めます。 

(8) ボランティア等との連携 

警察署は、自主防災組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地にお

ける各種犯罪・事故の未然防止と、被災住民等の不安除去等を目的として行われるボラン

ティア活動が円滑に行われるよう必要な支援を行います。 

(9) 広域応援 

県公安委員会は、発生した地震の被害規模に応じて、速やかに広域緊急援助隊の援助要

請を行います。 

 

第２ 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当たります。 
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１ 第三管区海上保安本部の応急対策 

(1) 津波警報等の情報を入手したときは、直ちに安全通報により航行中の船舶に周知すると

ともに、船艇・航空機による巡回により、釣り客等へ周知します。 

(2) 海難、人身事故等船艇、航空機、特殊救難隊による救助 

(3) 負傷者、避難者、物資等の輸送 

(4) 排出油の防除のための指導 

(5) 海上交通の制限、禁止等 

(6) 海上治安の維持、犯罪防止等 

２ 市の応急対策 

市災害対策本部は、海上の交通整理・確保、避難者の輸送、飲料水・食料・物資等の輸送等

必要と認めた場合、第三管区海上保安本部長に対し、協力を要請します。 
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第15節 ライフラインの応急復旧 

 

【実施主体】 

市 秘書広報班、職員班、公的不動産活用班、下水道河川班 

関係機関 

企業庁鎌倉水道営業所、東京電力パワーグリッド(株)藤沢支社、 

東京ガスネットワーク(株)、東日本電信電話(株)神奈川事業部、ＫＤＤＩ(株)、 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)、ソフトバンク(株)、 

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈川支店、楽天モバイル(株) 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市や関係機関は、災害により、ライフライン施設に支障が生じた場合は、直ちに被害状況等を

調査・把握し、二次災害の防止、被災者生活確保を最優先に、ライフラインの応急復旧を速やか

に実施します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 上水道施設 

県営水道は、災害により上水道施設に被害があった場合は、被害状況を早期に把握するととも

に、速やかに応急復旧を行い、応急給水用飲料水を確保するとともに、上水道施設の機能維持に

努めます。 

１ 市への通報等 

県営水道は、上水道施設の被害状況、復旧予定等について速やかに市に通報し、また、各報

道機関等を通じて広報します。 

２ 上水道施設の応急復旧 

県営水道は、水道施設の迅速な復旧に努めます。 

(1) 要員の確保 

企業庁鎌倉水道営業所が定める計画に基づき、応急復旧要員の確保を図ります。 

(2) 復旧資材の確保 

復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している業者の車両等により行います。 

第 15節 ライフラインの応急復旧 第１ 上水道施設 

第４ 都市ガス施設 

第５ 電話（通信）施設 

第３ 電力施設 

第２ 下水道施設 
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(3) 復旧計画の策定 

被害調査に基づき、給水支障の全容を把握し、送・配水系統を考慮した復旧計画を定め

ます。 

 

第２ 下水道施設 

市は、「鎌倉市都市整備部災害時対策計画」及び「鎌倉市下水道ＢＣＰ（業務継続計画）」等

に基づき、下水道施設の応急対策を実施します。 

１ 応急復旧の体制確保 

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、自動参集等による人員確保及び

班体制（情報連絡班、対策検討班、現場調査・復旧班）の確認、都市整備部災害対策本部等の

拠点立上げを行った後、情報収集・提供、行政部局間の連絡調整、緊急点検※１、緊急調査※２及

び一次調査※３により情報の分析及び対策工法等の検討を行い、緊急措置※４・応急復旧※５体制を

整え順次着手していきます。また、必要に応じて協定締結先の業者や団体等へ協力を要請する

とともに、人員や資機材等の確保が困難な場合は、神奈川県下水道対策本部を通して全国ルー

ル※６等に基づき支援（狭義）※７又は応援※８を要請します。 

 

表 関連用語の説明 

関連用語 定義 

緊急点検※１ 
人的被害につながる二次災害の未然防止と緊急調査における安全確保
が目的 

緊急調査※２ 
重要な施設や幹線を中心に地上から目視調査を主体に施設の被災状況
の概要を把握し、大きな機能障害や二次災害の原因となる被害を発見す
る目的で行う。 

一次調査※３ 応急復旧又は本復旧の必要性判定、対応方針を決定するための情報収集 

緊急措置※４ 
大きな二次災害につながる危険性のある被害に対して緊急に行う。管路
施設では道路、周辺施設に与える影響、処理場・ポンプ場では機能障害
につながる二次災害の危険性等に対して行う措置 

応急復旧※５ 
一次調査等の結果により、構造的、機能的な被害、周辺施設に与える影
響の程度に応じて応急的に暫定機能を確保するために行う。その後、二
次調査等を経て本復旧へ至る。 

全国ルール※６ 

下水道事業における災害時支援に関するルール（国土交通省地方整備
局、都道府県、日本下水道事業団、関連する協会その他により構成）、
鎌倉市は関東ブロックルールに所属しており、他に大都市ルール（政令
市等が主体）等がある。 

支援（狭義） 
※７ 

「応援」、「派遣」以外の活動。他の自治体等の職員が所属組織・団体の
身分及び費用により参加 

応援※８ 
調査・復旧活動等のため被災自治体に職員を提供すること。応援を受け
た公共団体が費用を負担（災害対策基本法第 67、68又は 74条等） 

 

２ 応急復旧対策の実施 

下水道施設の応急復旧工事は、応急体制を整えたうえで実施しますが、あくまでも応急的に

暫定機能を確保する目的で行うものであることから、逐次入る情報により臨機の対応を心掛け
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る必要があります。 

応急復旧の措置は次の点を考慮して、緊急度の高いものから順次実施します。 

(1) 被災の状況 

(2) 被災施設の重要度 

(3) 下水道施設機能に対する重要度 

(4) 二次災害の発生危険度 

３ 広報 

市は、施設の被害状況、復旧見込み等について広報を実施し、市民（利用者）の不安解消に

努めます。また、必要がある場合は、下水道使用制限（下水道法第１４条）について検討し、

節水等の協力について周知を行います。 

 

第３ 電力施設 

東京電力パワーグリッド(株)は、災害により電力施設に被害があった場合には、二次災害の発

生を防止し、速やかに応急復旧を行い、社会公共施設としての機能を維持します。 

１ 市民等への広報 

感電事故及び漏電による出火を防止するため、電力施設の被害状況、復旧予定等について防

災行政用無線、報道機関等を通じて広報します。 

２ 危険予防措置 

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、

消防本部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。 

３ 電力施設の応急復旧 

地震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

害の発生を防止するとともに、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。 

(1) 復旧資材の確保 

ア 各事業所においては、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

必要とする資材は可及的速やかに確保します。 

イ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している請負会社の車両、船艇、ヘリコプター等に

より行います。 

ウ 災害時においては、復旧資機材置場としての用地を確保します。 

(2) 復旧順位 

災害復旧の実施にあたっては、原則として人命に係る箇所、官公署、報道機関、避難場

所等を優先としつつ、公共交通機関や道路等の被害状況並びに設備復旧の難易度を勘案し、

復旧効果の最も大きいものから行います。 
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第４ 都市ガス施設 

１ ガス施設の応急復旧 

(1) 東京ガスネットワーク(株)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。 

また、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) 東京ガスネットワーク(株)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) 東京ガスネットワーク(株)は、ガス漏えいにより被害の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。 

２ 市民等への広報 

東京ガスネットワーク(株)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について報道機関を通じて行うほか、市等の関係機関とも連携を図

ります。 

また、ガスの供給停止を伴う大規模地震が発生した際には、供給エリア内のガスの供給停止

や復旧進捗状況をインターネットにより周知します。 

 

第５ 電話（通信）施設 

１ 電話（通信）施設の応急復旧対策 

(1) 電話通信事業者は、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、整備工事等の応急復旧対策を行います。 

(2) また、通信施設に被害が生じた場合、又は異常輻輳（ふくそう）等の発生により、通信

の疎通が著しく困難になったり、通信が途絶するようになったりした場合においても、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

出し等の応急措置を実施します。 

２ 復旧順位 

(1) 特設公衆電話の臨時設置にあたっては、被災者の利用する避難所を優先します。 

(2) 災害復旧の実施にあたっては、原則として、治安、救援等を実施する最重要機関及び関

係機関を優先します。 
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第16節 ごみ収集・処理対策 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、環境部（環境政策班、美化衛生班、清掃班） 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、「鎌倉市災害廃棄物等処理計画」に基づき、ごみ収集・処理、し尿の収集・処理、仮設

トイレの設置等を迅速かつ効率的に実施し、被災地の環境浄化を図ります。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ ごみ収集・処理 

１ 収集・処理方法 

排出されたごみは、分別収集の実態を踏まえ、収集車等を使用して迅速な収集に努めます。 

また、ごみの処理は、原則として通常の処理施設で処理を行います。 

(1) ごみ処理施設 

ア 被害の把握と応急措置 

災害発生後、ごみ処理施設の長は、二次災害の防止に努めるとともに、施設の被害と状

況を調査し、災害対策本部に報告します。 

イ 応急復旧措置 

ごみ処理施設の長は、施設の応急復旧に努めます。支援が必要な場合は、災害対策本部

に応援を求めます。 

ウ 応援要請 

処理施設が使用不能となった場合は、管理者の指揮により速やかに復旧を講じるととも

に、他自治体の処理施設の使用について応援を要請します。 

また、被災状況により、人員、車両等に不足が生じた場合、又は不足が予測される場合

は、「横須賀三浦地域における一般廃棄物の処理に関する災害時等相互援助協定」等に基

づき、近隣市等に応援を要請します。 

(2) 処理対策 

ア ごみ収集・処理実施要領の作成 

市は、災害発生後、市及び民間の備蓄資機材、人員、道路（渋滞）状況、処理施設の状

第 16節 ごみ収集・処理対策 

第３ 災害廃棄物の処理 

第５ 環境対策 

第２ し尿収集・処理 

第１ ごみ収集・処理 

第４ 障害物の除去 
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況、避難所避難者数、広域応援体制、ごみ仮置場の確保等の情報を収集するとともに、「鎌

倉市災害廃棄物等処理計画」に基づき、ごみ収集・処理実施要領を作成します。 

イ ごみ集積場所 

平常時のごみ集積所又は被災状況を勘案して、市が臨時に指定した場所をごみ集積場所

とします。 

ウ ごみ排出ルールの周知徹底 

ごみ収集の混乱等を軽減するため、広報媒体を通じ、次のごみ排出ルールを周知徹底し

ます。 

（ｱ）可能な限りの可燃物、不燃物等の分別 

（ｲ）指定された場所への排出 

（ｳ）交通への支障防止及び生活環境保全のための配慮 

エ 避難所のごみ対策 

ごみ分別担当者を選任し、ごみ集積場所、分別、排出方法等のルールを定めます。 

また、ごみ集積場所には囲いやごみ箱等を設置し、安全と衛生の保全に努めます。 

オ 不法投棄対策 

市は、便乗ごみの排出、野焼きや不法投棄の禁止について周知します。 

２ ごみ集積場所等の防疫 

ごみの排出状況、季節等により、必要に応じ消毒薬の散布を行うなど、環境衛生上支障がな

いよう、防疫活動を実施します。 

◆ 資料４－４：清掃用自動車一覧表 

◆ 資料４－５：ごみ処理施設一覧表 

◆ 資料５－５：横須賀三浦地区における一般廃棄物の処理に関する災害時等相互援助協定書 
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図 ごみ処理の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

ごみの発生、ごみ処理施設、 

ご み 収 集 車 の 状 況 把 握 

・ごみ収集方法、時期、仮置場、最終処理

方法の決定 

・ごみ分別体制の確保 

・ごみのリサイクルに努める 

・避難所におけるごみ対策のルールづく

り、助言 

・不法投棄の防止策の作成 

・避難所、一般家庭等のごみ発生の推計 

・市内処理施設、収集車の状況把握 

ごみ処理実施要領の作成 

・仮置場候補地より確保 

・空地管理データベースにより確保 

・ごみ分別の実施 

・市内処理施設を活用 

・市内処理施設だけで不十分な場合、広域

応援を要請する 

ご み 処 理 施 設 の 確 保 

ごみ収集車、人員の確保 

ごみ分別収集・処理の実施 

ご み 仮 置 場 の 確 保 

・市内収集車を活用 

・市内収集車だけで不十分な場合、広域応

援を要請する 

・ごみ分別収集に関する広報活動の実施 

・一般市民のごみ分別収集の実施 

・避難所のごみ分別収集の実施 
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第２ し尿収集・処理 

１ し尿の収集・処理に関する基本方針 

(1) 平常時の収集・処理体制を基本として、委託収集業者が収集し、処理を行います。 

(2) 仮設トイレからのし尿収集及び平常時のし尿・浄化槽汚泥の収集を行っている一般家

庭・事業所等からの収集・処理は、委託収集業者が収集し、処理を行います。 

(3) 災害時の収集・処理体制は、発生状況、業務量を考慮し、一時的に変更します。 

(4) 処理施設の破損や停電、給排水設備、脱臭設備の損傷等により、し尿処理が不能な場合

は、直ちに損傷程度を確認し、修繕の手配等復旧を行います。復旧作業中のし尿等は、市

浄化センターへの直接投入を検討します。 

(5) 仮設トイレの設置による収集業務の増大に対しては、「横須賀三浦地域における一般廃

棄物の処理に関する災害時等相互援助協定」等に基づき、近隣市や関連団体への応援要請

による対応を検討します。 

２ 収集車両等 

民間委託し尿収集業者の保有する収集車両等は、「民間委託し尿収集業者保有収集車両等一

覧表」のとおりです。 

３ し尿収集実施要領の作成 

し尿の収集にあたり、避難所の優先収集等を考慮した収集実施要領を作成し、迅速かつ効率

的なし尿収集の実施に努めます。 

４ 他自治体等への応援要請 

施設の被災状況により使用できない場合やし尿処理に係る人員、車両等に不足が生じた場合、

又は不足が予測される場合は、他自治体等へ搬入及び処理について協力を要請します。 

なお、施設外への搬入等の際には、道路（輸送道路）状況を判断し、安全なルートで行うよ

う努めます。 

５ 仮設トイレの設置等 

(1) 仮設トイレの設置に関する基本方針 

発災後、市は、避難所等に仮設トイレを設置します。 

また、水洗化地域あるいは、し尿浄化槽の設置世帯においても下水道管の破損、上水道

の供給不能、し尿浄化槽の破損等による被害を考慮して、公園等を利用し、仮設トイレを

可能な限り設置します。 

設置には、次の事項を勘案して計画的に設置します。 

ア 仮設トイレの設置計画は、し尿の収集計画を踏まえて計画します。 

イ 避難所等の備蓄倉庫に備蓄されている仮設トイレの設置は、原則として市が行います。 

ウ 市は必要に応じて、仮設トイレの追加調達を行うとともに、その設置のための応援等を

近隣市、関連団体に要請します。 

エ 仮設トイレの設置、維持管理に関する市民からの苦情等があった場合は、対応策を講じ

ます。 

(2) 仮設トイレの消毒等 
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仮設トイレの設置状況、季節等により、必要に応じ消毒薬の散布等を行うなど、環境衛

生上支障がないよう防疫活動を実施します。 

◆ 資料４－５：ごみ処理施設一覧表 

◆ 資料４－６：し尿用自動車一覧表 

◆ 資料４－７：し尿用処理施設一覧表 
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図 し尿処理の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

避 難 所 開 設 状 況 、 

し 尿 処 理 施 設 、 

し 尿 収 集 車 の 状 況 把 握 

・公園、避難所、事業所等に設置 

・仮設トイレ設置に関する広報活動の実施 

・仮設トイレは市備蓄分を活用。これだけ

で不十分な場合、広域応援を要請する 

し 尿 処 理 計 画 の 作 成 ・仮設トイレの設置計画の作成 

・し尿の収集・処理方法の決定 

・市内処理施設を活用 

・市内処理施設だけで不十分な場合、広

域応援を要請する 

し 尿 処 理 施 設 の 確 保 

し尿収集車、人員の確保 

し尿収集・処理の実施 

仮 設 ト イ レ の 設 置 

・市内収集車を活用 

・市内収集車だけで不十分な場合、広域

応援を要請する 

・し尿収集の実施（避難所を優先） 

・避難所数、断水状況の把握 

・必要仮設トイレ数の推計 

・市内処理施設、収集車の状況把握 
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第３ 災害廃棄物の処理 

１ 災害廃棄物の推計 

「神奈川県地震被害想定調査」（平成27年（2015年）３月）によれば、本市において発生す

る災害廃棄物は、南海トラフ沿いの最大クラスの地震では最大約460万トン、元禄型関東地震で

は約370万と想定されています。 

市は、今後、この予測を踏まえ、県と連携し、事前の災害廃棄物収集体制の確立を図ります。 

２ 災害廃棄物等対策体制と処理の基本方針 

市は、庁内に災害廃棄物等対策組織を設置します。 

また、災害廃棄物量の増加に伴い、人員の補充や支援を得て、臨時体制を組織します。 

(1) 各部署及び各機関との連絡 

ア 県との連絡 

市は、地震発生後、ごみ及びし尿処理施設の被災状況を把握し、県に報告します。 

また、県と連絡をとり、支援要請を行います。 

イ 近隣市町との連絡 

市は、近隣市町等と連絡をとり、情報交換を行います。 

(2) 処理の基本方針 

ア 市は、災害廃棄物の処理にあたり、平常時の収集・処理体制を基本として、委託収集業

者と連携して収集・処理します。ただし、施設の損壊や停電、断水等により施設稼動不能

の場合は、その損壊の程度と復旧の見通しを考慮して、一時保管（施設復旧後に市の施設

で処理）あるいは、近隣市町等への応援要請等を検討します。 

イ 家庭系ごみ（避難所ごみ含む）の分別は、原則として平常時の分別区分と同様、可燃ご

み、不燃ごみ、資源ごみ、危険・有害ごみ（廃乾電池・廃蛍光管等）とします。ただし、

災害状況に応じて、実施の可否等（可燃ごみの回収を優先的に行うための一時的な資源ご

み回収の休止等）を検討します。 

ウ 粗大ごみは、地震発生後、一時的に排出が増加することが予想されるため、実情に応じ

て、収集頻度、排出体制について検討します。 

エ 道路の不通や渋滞等により収集効率が低下する場合は、不燃ごみ、粗大ごみを各家庭で

一時的に保管し、市の処理方針に応じて排出するよう、市民に協力を呼びかけます。 

オ 所有者不明の廃棄物については、原則として県を通じ、国の指示に従って対応します。 

カ 市は、障害物の除却等に伴い仮置きされた災害廃棄物については、分別を行い適切に処

理します。 
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図 災害廃棄物処理の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害発生 

個人住宅・中小事業建築物 

処 理 窓 口 の 設 置 

・災害廃棄物処理推進協議会において、

県、国と調整 

・廃棄物収集方法、仮置場、最終処理方法

の決定 

・廃棄物分別体制の確保 

・廃棄物のリサイクルに努める 

・対象：個人住宅・中小事業者の建築物 

・個人住宅・中小事業建築物から発生する

廃棄物の推計 

廃棄物処理実施要領の作成 

・災害対策本部に設置 

・窓口設置についての広報活動 

・解体撤去申込書の受理 

・現場調査、作業開始の確認 

・分別、焼却、破砕のためのスペースを確保 

・空地管理データベースにより確保 

・仮置場候補地により確保 

車両、人員、処理業者の確保 

廃 棄 物 処 理 の 実 施 

廃棄物仮置き場の確保 

・建築物の解体、現場での１次分別、仮置

場への搬送、２次分別、一時保管、最終

処分 

廃 棄 物 発 生 量 の 把 握 

・市内・市外業者の手配 

・市内処理施設だけで不十分な場合、広域

応援を要請 
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第４ 障害物の除去 

１ 実施機関 

災害時における障害物除去の実施機関は、次のとおりとします。 

(1) 緊急な応急措置を実施するため、障害となる工作物等の除去は市が行います。 

(2) 道路・河川等にある障害物の除去等は、その道路・河川等の管理者が行います。 

(3) 崖（山）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で、災害救助法が

適用される障害物の除去は、県知事（県知事から事務の委任があった場合は市長）が行い

ます。 

(4) 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います。 

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します。 

(1) 市民の生命、身体及び財産等の保護のため、除去を必要とする場合 

(2) 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 

(3) 緊急通行車両、緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

(4) その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

３ 障害物除去の方法 

障害物除去の方法は、次のとおりとします。 

(1) 障害物除去の実施者は、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、速やかに行います。 

(2) 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います。 

４ 除去した障害物の処理 

(1) 除去した障害物は、一次仮置場に集積又は保管します。ただし、廃石綿等（レベル１、

レベル２建材）は一次仮置場ではなく、原則中間処理施設又は最終処分場へ直接持ち込む

よう解体等事業者に指導します。 

また、被災等により処理施設で廃石綿等（レベル１、レベル２建材）の受入れが困難な

場合や、石綿含有廃棄物（レベル３建材）を一次仮置場に受け入れる場合の基準を設定し、

解体等事業者、市民及びボランティア等に対し、事前に周知します。 

(2) 一次仮置場では、可燃物と不燃物に分別するとともに、受入先の受入条件を満たすよう

選別等を行い、市の焼却施設での焼却又は広域処理での埋立処理、廃棄物処理業者への売

却等により処理します。 

５ 障害物除去に関する応援、協力の要請 

障害物の除去については、土木建設事業者等に応援を要請するとともに、必要に応じて、県

に対し応援協力要請を行います。 
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第５ 環境対策 

市は、地震発生後、環境省や県と協力し、地震に伴う大気汚染、水質汚濁等の環境汚染を防止

するため、被災地において環境対策を実施します。 

実施にあたっては、「鎌倉市災害廃棄物処理計画」に基づき、有害廃棄物の混入・流出・飛

散防止、解体時の騒音・振動・粉じん防止、ごみの流出、悪臭・衛生害虫獣の発生防止、廃棄

物の不法投棄防止等の対策を実施します。 
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第17節 被災者等への情報提供・相談、物価の安定等に関する活動 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班、秘書広報班、調査班 

関係機関 金融機関等 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、関係機関と連携して、市民に対し正確な情報を適切かつ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とれるよう努めます。 

また、被災者の生活上の不安を解決するために、総合的な相談活動を実施するとともに、被災

者の生活再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 被災者への情報提供 

市は、関係機関と連携して流言飛語等による社会的混乱を防止し、市民等のこころの安定を図

るとともに、被災者等の適切な判断と行動を助け、市民等の安全を確保するため、正確な情報の

速やかな公表と伝達、広報活動に努めます。 

１ 各種情報の提供 

(1) 災害発生時、避難救援期、応急復旧期、復興期に対応して、被災者が必要とする情報を

十分把握し、被災者に次の情報等を防災行政用無線等によるほか、報道機関等の協力を得

て的確に提供するよう努めます。 

その際、要配慮者、観光客、外国人に配慮した伝達を行います。 

ア 地震の被害、余震の状況 

イ 二次災害の危険性に関する情報 

ウ 安否情報 

エ ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況 

オ 医療機関等の生活関連情報 

カ それぞれの機関が講じている施策に関する情報 

キ 交通規制等に関する情報 

ク 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容 

第 17節 被災者等への情報提供・相談、

物価の安定等に関する活動 

第３ 応急金融対策の実施 

第４ 物価の安定、物資の安定供給 

第２ 災害相談の実施 

第１ 被災者への情報提供 
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(2) 民間企業等からの有線や無線による地域情報の受入体制を整備し、これらの情報の活用

に努めます。 

(3) 避難場所にいる被災者は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に関

する情報については、紙媒体での情報提供に努めます。 

また、ハンドマイク、拡大複写機、ファクシミリ等の情報機器を活用するとともに、コ

ミュニケーション支援が必要な要配慮者等に対し、プラカードやホワイトボード、コミュ

ニケーションボード等のほか、必要に応じて手話通訳者等を派遣するなど、適切な情報提

供に努めます。 

２ 安否情報の公表 

安否不明者・死者の公表については、県は、全国的な統一基準が策定されるまでの間、

氏名等の最小限の個人情報を原則、速やかに公表するとしています。 

市は、被災者の安否について、被災者等の権利利益を不当に侵害することのないよう配

慮しつつ、人命に係るような緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、氏名等の

安否情報を収集します。 

市は、県、県警察等と協議し、救出・救助活動等の公益性につながる情報となるかを検

討するとともに、公表の必要性を検討します。公表となった場合、県や警察等と連携し、

公表資料を作成します。 

なお、被災者の中に、配偶者等からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける

おそれがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないようにす

るなどの個人情報の管理を徹底する措置を講じます。 

 

照会者確認事項等 

・照会者の氏名、住所 

・照会に係る被災者の氏名、住所、生年月日及び性別 

・照会をする理由 

 

照会者の区分 提供可能な情報 

被災者の同居の親族 
被災者の居所、負傷若しくは疾病の状況又は連絡先 

その他安否の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く）

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況 

被災者の知人等 照会者が保有している安否情報の有無 
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第２ 災害相談の実施 

１ 相談活動の実施体制 

市は、市民から寄せられる生活上の不安等の解消を図るため、県と連携して臨時災害相

談所を設け、災害発生直後からの時間経過に伴うニーズの変化に対応した総合的な相談活

動を実施します。 

また、相談等は、市職員のみならず、関係機関、弁護士等専門家及び通訳ボランティア

の協力のもと、外国人にも配慮しながら、広域的かつ総合的に行います。 

２ 相談業務の内容 

災害相談の内容は、災害発生時から避難救援期における行方不明者や避難所、救援食料、

飲料水、衣類等の問い合わせへの対応、応急復旧期の避難所生活やこころの悩み相談、仕

事の再開相談、復興期の住宅や事業所の再建相談等、幅広く対応して早期解決を図り、生

活の安定を支援します。 

 

節３ 応急金融対策の実施 

１ 民間金融機関の措置 

(1) 金融機関の業務運営の確保 

金融機関は、必要に応じて金融機関相互の申し合わせ等により、営業時間の延長及び休

日臨時営業の措置をとります。 

(2) 金融機関による非常金融措置の実施 

金融機関は、被災地の便宜を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

ア 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸

出の迅速化、貸出金の返済猶予等、災害被災者の便宜を考慮した措置を講じること。 

イ 預貯金通帳、届出印鑑等を滅（紛）失した場合でも、預貯金者であることを確認して払

戻に応じること。 

また、事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しや、当該預金等を担保と

する貸出に応ずること。 

ウ 災害時における手形交換又は不渡処分、休日営業又は平常時間外の営業について配慮す

ること。また、窓口営業ができない場合でも、顧客及び従業員の安全に十分配慮したうえ

で、現金自動預払機等において、預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮すること。 

エ 汚損日本銀行券及び補助貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

オ 窓口営業停止等の措置を講じた場合は、営業停止等並びに継続して現金自動預払機等を

稼動させる営業店舗名等を、店頭掲示等での告示、新聞やインターネットのホームページ

に掲載し、取引者に周知を徹底すること。 

(3) 各種金融措置に関する広報 

上記災害応急対策のうち、金融機関の営業開始、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置

並びに損傷日本銀行券、補助貨幣の引換措置等については、関係行政機関と協議のうえ、

日本銀行及び各金融機関が協力して速やかにその周知徹底を図り、人心の安定及び災害の

復旧に役立てます。 
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第４ 物価の安定、物資の安定供給 

市は、生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、買い占め、売り惜しみが生じないよう、

必要に応じ要請等を行います。 

また、小売店舗等と協定を結び、物資が安定的に供給されるように努めるとともに、災害発生

後速やかに営業が開始できるよう、必要な体制の整備に努めます。 

１ 調査・監視 

市は、緊急時において生活関連物資の価格高騰を防止し、物価の安定を図るとともに、生活

関連物資の安定供給により市民生活の安定に資するため、物価の調査・監視を強化します。 

(1) 対象とする店舗と品目 

ア 対象店舗 

市内全域の主要な百貨店、量販店、小売店、小売市場等 

イ 対象品目 

食料品、日用品等の生活関連物資（平常時の調査品目に必要な品目を追加） 

(2) 調査・監視体制 

調査・監視班を編成し調査・監視します。 

(3) 調査内容等 

ア 店頭価格及び価格動向 

イ 物資の需給動向及び流通状況等 

(4) 事業者に対する要請 

ア 価格の安定 

イ 物資の安定供給等 

２ 情報提供等 

(1) 情報提供 

市は、調査結果について、適宜市民に情報提供します。 

(2) 相談窓口の設置 

市は、買い占め、売り惜しみ、便乗値上げ等に関する情報収集、及び市民からの物価に

関する相談や苦情、問い合わせ等に対応するため、相談窓口を開設します。 
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第18節 災害救援ボランティアの受入れと活動 

 

【実施主体】 

市 本部連絡班 

関係機関 市社会福祉協議会、鎌倉青年会議所、民間団体等 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

大規模地震が発生し、救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合において、市及び関係機関は、鎌

倉市災害ボランティアセンターを設置・運営し、被災地におけるボランティア活動を推進します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

第１ 災害救援ボランティアの受入れ 

１ 市災害ボランティアセンターの設置 

市、市社会福祉協議会及び鎌倉青年会議所は、それぞれの実情に応じて、発災後速やかに、

緊密な協働・連携のもと、鎌倉市災害ボランティアセンターを設置します。 

(1) 市災害ボランティアセンターの任務 

市災害ボランティアセンターは、協定に基づき、市社会福祉協議会及び鎌倉青年会議所

等各種団体、個人等の協力を得て、ボランティアの募集、受入れ、作業配分等活動全般に

関する事務を行うものとします。 

市は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、必要な支援を行うものとします。 

(2) 活動拠点等の確保 

市は、市災害ボランティアセンターの設置場所として、公共施設等の一部を確保すると

ともに、必要な資機材の調達支援等を行います。 

(3) 市災害ボランティアセンターの運営等 

市災害ボランティアセンターの開設や開設後の運営等については、市、市社会福祉協議

会及び鎌倉青年会議所が協議して別に定めるものとします。 

(4) 市災害対策本部との調整 

市は、ボランティア需要状況の的確な把握に努め、市災害ボランティアセンターの運営

に協力するとともに、市災害対策本部との連絡・調整にあたります。 

(5) 事故補償等 

市は、事故補償等安心してボランティアに参加できるような環境の整備に努めます。 

第 18節 災害救援ボランティアの 

受入れと活動 

 

第１ 災害救援ボランティアの受入れ 

第２ 民間団体等の活動受入れ 
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(6) 食事・宿泊の手配等 

ボランティア活動は、自己完結（水、食料、宿泊を自分で準備すること）が求められま

すが、必要に応じて、市は、関係団体との協議の上、地域拠点を設け、食料と宿泊施設を

提供します。 

２ 災害ボランティアの受入れ 

災害発生時のボランティアの活動内容は、①専門職ボランティア（応急危険度判定士、医療

ボランティア等）と②一般ボランティア活動に大別して対応します。 

(1) 専門職ボランティアの要請 

応急危険度判定士や医療ボランティア等の専門職ボランティアは、市災害対策本部を介

し、派遣を要請します。 

(2) 一般ボランティア活動の受入れ 

ア 市内外の個人ボランティア及び団体ボランティアは、災害発生時に活動の意志を災害ボ

ランティアセンターに伝え、災害ボランティア登録用紙に必要事項を記入し、提出した段

階で登録されます。 

イ 登録が完了したボランティアは、災害ボランティアセンターで研修（注意事項等）を受

け、避難所や関係機関等へ派遣します。 

また、その時点で要請先が見当たらない場合は、待機の指示を受け災害ボランティアセ

ンターからの連絡を自宅や所属組織で待つこととします。 

３ 海外からの支援の受入れ 

(1) 県との連絡調整 

海外からの支援の受入れは、基本的に国において推進されることから、海外からの支援

が予想される場合には、市長は、国からの照会に迅速に対応できるよう、被害の状況、被

災者支援の活動状況等を県に連絡します。 

(2) 支援の受入れ 

市は、海外からの支援の受入れが決まった場合、通訳や宿舎等の受入体制を整え、円滑

な活動ができるよう支援します。 

 

第２ 民間団体等の活動受入れ 

市は、官民協働による円滑な被災者支援を行えるよう、ＮＰＯ、ＮＧＯ等の民間ボランティア

団体の受入れを図ります。 

１ 民間団体等の活動内容 

(1) 災害に関する情報や被害状況等を知ったときは、速やかに災害対策本部に通報する。 

(2) 被災者のための救助等の実施 

(3) 被災者の収容、避難、食料供給活動の協力 

(4) 被災地の清掃及び防疫活動の協力 

(5) その他市長が特に必要と認めた活動の協力 
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２ 活動要請の手続き 

民間団体等の活動要請の手続きは、災害対策本部がその必要を認めたとき、災害対策本部長

が直接民間団体等の責任者に対して行います。 

また、民間団体等の活動要請の場合には、次の各号について明らかにし、活動が円滑に運営

できるよう配慮します。 

(1) 災害活動の内容 

(2) 協力希望の人員 

(3) 調達を必要とする用具 

(4) 活動の場所 

(5) その他参考となる事項 

３ 活動の内容と事後の措置 

民間団体等の活動協力を要請したときは、各対策部長は次の措置を講じます。 

(1) 活動地に誘導するため市職員を派遣し、活動状況を把握するとともに、災害対策本部と

の連絡にあたります。 

(2) 活動に必要な資機材をあらかじめ確保し、輸送計画を立てます。 

(3) その他作業の円滑を図る処置を行います。なお、活動が終了したときは、次の事項を明

らかにした報告書を災害対策本部長に提出します。 

ア 活動内容 

イ 活動人員と期間 

ウ 活動の場所 

エ 活動の効果 

オ 事故ある場合は、その内容 

カ その他今後参考となる事項 

４ 民間団体等の受入れ 

市が活動要請した以外の民間団体等の受入れは、次により行います。 

(1) 受入れ 

災害対策本部若しくは市災害ボランティアセンターが窓口となり、活動内容、活動期間

等を確認したうえで災害対策本部分担業務に定める市関係部局に連絡します。 

(2) 派遣 

市関係部局が、活動内容等により派遣先を指示します。 

(3) 管理 

市関係部局が、活動状況等を把握します。 
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第19節 災害救助法の適用 

 

【実施主体】 

市 健康福祉班 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、市内に一定規模以上の災害が発生し、災害救助法による救助を実施すると判断したとき

は、知事に対してその状況を明らかにして要請を行い、必要な救助を実施します。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

第１ 災害救助法の適用基準と手続き 

１ 災害救助法の適用基準 

災害救助法は、同法施行令第１条第１項の定めるところにより、被害の程度が次の各号のい

ずれかに該当する場合に適用されます。 

 

表 災害救助法の適用基準 

指標となる被害内容 適 用 基 準  施行令の項・号 

鎌倉市内の住家が滅失した世帯数 100以上 第１項第１号 

神奈川県内の滅失世帯数が2,500以上で、そのうち 

鎌倉市内の住家が滅失した世帯数 
50以上 第１項第２号 

神奈川県内の滅失世帯数が12,000以上で、そのうち

鎌倉市内の住家が多数滅失したとき 

内閣府令で 

定める基準 
第１項第３号 

災害が隔絶した地域で発生したものであるなど、災

害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事

情がある場合であって、多数の住家が滅失した場合 

内閣府令で 

定める基準 
第１項第３号 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける

おそれが生じたとき 

内閣府令で 

定める基準 
第１項第４号 

（注）住家の滅失した世帯、すなわち全壊（焼）、流失等の世帯を標準としているので、半壊半焼等著しい損傷 

  を受けた世帯については、２世帯で１の世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により、一時的に居住不能と 

なった世帯については、３世帯で１の世帯とみなします。 

２ 災害救助法の適用手続き 

(1) 災害に際し、市内における災害が上記の表「災害救助法の適用基準」のいずれかに該当

し、又は該当する見込みがあるとき、かつ、現に同法第23条第１項に規定する救助を必要

としているときは、市長は、直ちにその旨を県知事に報告します。 

(2) 市長は、災害救助法を適用したときは、知事、関係指定地方行政機関等に通知します。 

第 19節 災害救助法の適用 第１ 災害救助法の適用基準と手続き 
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(3) 市長は、災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施を待つことができないときは、

県知事が行う救助の補助として災害救助法の規定による救助に着手し、その状況を事後速

やかに県知事に情報提供します。 

(4) 災害救助法における救助の種類 

ア 避難所、応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産  

オ 被災者の救出  

カ 被災した住宅の応急修理  

キ 学用品の給与  

ク 埋葬  

ケ 死体の捜索  

コ 死体の処理  

サ 障害物の除却  

シ 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

３ 住家の滅失等の認定基準 

市長は、市内に災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは、住家の被害

等の状況を調査し、罹災証明書を発行します。 

 

表 災害救助法による被害状況認定基準 

被害種類 認  定  基  準 

人
的
被
害 

死  者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認す

ることができないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるものと

する。 

重傷者 

軽傷者 

災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの

のうち、「重傷者」とは、１月以上の治療を要する見込みのものとし、

「軽傷者」とは１月未満で治療できる見込みのものとする。 

住
家
の
被
害 

住家全壊 

（全焼・全流失） 

住家がその居住のための基本的機能を滅失したもの、すなわち、住

家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だし

く、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面

積の70％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済

的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が

50％以上に達した程度のものとする。 
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被害種類 認  定  基  準 

住 

家 

の 

被 

害 

住家半壊 

（半焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわ

ち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上

70％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体

に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20％以上50％未満の

ものとする。 

 

大規模半壊 

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模

な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的

には、損壊部分がその住家の延床面積の50％以上70％未満のもの、又

は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が40％以上50％未満のものとする。 

中規模半壊 

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に

面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該

住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家

の延床面積の30％以上50％未満のもの、又は住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が30％以上40％未満のものとする。 

半 壊 

住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具

体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20％以上30％未満のも

の、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が20％以上30％未満のものとする。 

準半壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの、又は

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が10％以上20％未満のものとする。 

床上浸水 
浸水がその床上に達した程度のもの、又は土砂、竹木等のたい積等

により一時的に居住することができない状態となったものとする。 

床下浸水 住家が床上浸水に達しない程度のものとする。 

住 家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念の住家である

かどうかは問わない。 

非住家 

住家以外の建築物をいうものとする。なお、官公署、学校、病院、

公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常

時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。 

（注） 

１ 住家被害戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建

物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 

２ 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を

復元し得ない状況に至ったものをいう。 

３ 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を

含む。 
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第20節 二次災害の防止対策 

 

【実施主体】 

市 
都市景観部（開発審査班、建築指導班、緑地がけ地班）、都市整備部、消防班

（警防班） 

※ 「鎌倉市災害対策本部条例施行規則」及び「総則編 第４節 計画の推進主体とその役割」に基づき記載  

【施策の基本方針】 

市は、余震、降雨等による水害、土砂災害、余震による建築物、構造物の倒壊、地盤沈下によ

る浸水等に備え、二次災害防止対策を講じます。 

 

【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 水害・土砂災害対策 

市は、余震あるいは降雨等による二次的な水害に対して、応急対策を実施します。 

また、横浜地方気象台及び県により、土砂災害警戒情報等の発表基準の引き下げが実施された

場合は、適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに、災害発生のおそれのある場合

は、速やかに適切な避難対策を実施します。 

 

第２ 建築物、構造物等の対策 

１ 建築物等 

市は、余震による避難所、その他の建築物等の倒壊等から人的二次被害を防止するため、応急

危険度判定士の協力を得て、被災建築物等に対して応急危険度判定を速やかに行うとともに、そ

の判定結果を標識で表示し、市民に説明するなどの応急措置を行います。 

２ 構造物、公共施設等 

市は、災害発生後直ちに、市内外の専門技術をもつ人材等を活用して、市の管理する道路、

橋りょう等の構造物や小中学校、社会福祉施設等の建築物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、公共施設の応急

復旧を速やかに行います。 

第 20節 二次災害の防止対策 

第３ 被災宅地の危険度判定及び 

  地盤沈下等による浸水対策 

第２ 建築物、構造物等の対策 

第１ 水害・土砂災害対策 

第４ 爆発物、有害物質等による 

二次災害対策 
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第３ 被災宅地の危険度判定及び地盤沈下等による浸水対策 

１ 被災宅地の危険度判定 

市は、大規模地震により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定

士を活用して宅地危険度判定を速やかに実施し、二次災害の軽減、防止に努めます。 

２ 地盤沈下等による浸水等の対策 

(1) 市は、地盤沈下等による浸水被害を防止するため、海岸保全施設等の点検を県に要請す

るとともに、必要に応じて、適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行います。 

また、災害発生のおそれのある場合は、速やかな避難対策を実施します。 

(2) 市は、地震発生後の海岸構造物等の状況を踏まえ、適切な警戒避難体制の整備等の応急

対策を行うとともに、災害発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施します。 

 

第４ 爆発物、有害物質等による二次災害対策 

危険物施設等や火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は、爆発物等の二

次災害防止のため、施設の点検、応急措置を行います。 

また、爆発等のおそれが生じた場合は、速やかに関係機関に連絡します。 

更に、有害物質の漏えい及びアスベストの飛散を防止するため、施設の点検、応急措置、関係

機関への連絡等の対策を行います。 
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