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第第 11 部部：：総総則則  

（（計計画画のの基基本本的的理理解解））  
 

第1章 計画の位置づけ 

1.1 計画の目的 

パリアマン市地域防災計画は、2007 年 4 月 29 日に制定された法第 24 号『防災に関す

る法律』に基づき、JICA 調査団及びパリアマン市 SATLAK PB（市災害管理調整委員会）

との共同作業で策定したものである。本計画は防災対策の全体像を時系列で示し、災害

軽減、事前準備、緊急対応、復旧・復興の各ステージを含むものである。また、当計画

は、事前に用意された総合的計画に基づくものであり、緊急対応の実施及び被害の軽減、

住民の生命、身体及び財産を保護するとともに、社会秩序の維持及び公共の福祉に資す

ることを目的とする。 

1.2 国、州、市の防災計画との連携 

本計画は、国家防災庁が策定する国家防災計画及び、今後策定される州地域防災計画と

密接に相互関係をもつものである。 

1.3 計画の改訂 

本計画は、適切な防災活動を維持する為に必要と認めた場合には定期的に改訂されるも

のである。改訂毎に、SATKORLAK PB（州災害管理調整委員会）は、他の関連する防災計

画との連携を確保する為、地域防災計画改定案の内容を慎重に精査する。 
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第2章 計画の構造 

2.1 本計画の構造 

1) 本計画の構成 

本計画は、パリアマン市における災害に対処するための基本計画として策定するもので

あり、「第 1編：震災対策編」、「第 2 編：風水害対策編」から構成される。本編は、「第

1 編：震災対策編」である。 

 

 

 

パリアマン市地域防災計画 

第 1 編： 
震災対策編 

対象災害 
地震及び津波災害 

第 2 編: 
風水害対策編 

対象災害 
洪水及び土砂災害 



パリアマン市地域防災計画 
 

-1-3- 

2) 計画の内容（第 1編：震災対策編） 

震災対策編の内容は以下の通りである。 

 

第1編: 
震災対策編 

対象災害: 
地震及び津波災害 

総則 第一部 

事前対策計画 第二部 
事前対策 

応急対策計画 第三部 
緊急対応 

復旧・復興計画 第四部 
復旧・復興

対策 

計画の位置づけ 第1章

計画の構造 第2章

市及び防災関係機関の役割 第3章

パリアマン市における災害の特徴第4章

災害に強い街づくり第14章

計画をめぐる社会環境第5章

市災害管理調整委員会の構成第6章

公共施設等の安全対策第15章

建築物の安全確保第16章

ライフラインの安全確保第17章

防災組織の強化第1章

市民・企業における防災力の強化第2章

災害時要援護者への対応強化 第3章

災害情報通信網の整備第4章

救助・救急・消火活動計画第5章

警備・救助対策第6章

緊急輸送施設の整備 第7章

避難及び応急住宅事前対策 第8章

応急活動体制第1章

災害情報収集伝達計画 第2章

応援要請 第3章

土砂災害対策 第4章

消防対策第7章

安全管理／交通対策第8章

瓦礫除去対策第9章

緊急輸送対策第10章

市民及び民間企業の防災活動第11章

避難対策第12章

パニック防止対策第13章

学校防災対策 第17章

住宅及び宅地対策 第18章

ライフラインの応急対策 第19章

外国からの援助受け入れ 第21章

復旧計画第1章

復興計画第2章

防災施設の整備 第9章

医療・救護・防疫対策 第10章

学校防災対策第11章

危険物の取扱施設の対策第12章

津波災害に対する備え第13章

危険物対策 第20章

救援／救護対策第14章

行方不明者の捜索 第15章

清掃・衛生・防疫対策第16章

津波対策第5章

救援救護第6章
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第3章 市及び防災関係機関の役割 

市及び防災関係機関等は、災害の発生を防止、又は被害を軽減し、住民の生命、身体及

び財産の保全のために、以下に示す役割を持つ。 

3.1 防災に関するパリアマン市の役割 

地域における、防災及び被災者対応の実施ステップは以下の通り。 

 

1. 市長は、市災害管理調整委員会の長として、災害発生前、災害発生時、災害後の被

災地域における、構造的、非構造的活動の実施及び被災者対応を調整、統括、管理

する。 

2. 郡長は、郡緊急対応部隊の長として、災害発生前、災害発生時、災害後の郡内被災

地域における、構造的、非構造的活動を調整する。 

3. 村長は、村緊急対応部隊の長として、災害発生前、災害発生時、災害後の村内被災

箇所における活動を調整、管理する。 

 

3.2 防災関連機関の役割 

防災関係機関は、災害発生時にはパリアマン市・パダンパリアマン県と密接に連携し、

減災活動を支援及び補助する役割を持つ。 
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第4章 パリアマン市における災害の特徴 

4.1 自然条件 

パリアマン市は西スマトラ州の 19 の市・県の中の 1つであり、2002 年に Law No. 12 R 

のもと自治市として形成された。パリアマン市の地理的な位置は南緯 0°33’00’’～

0°40’43’、東経 100°10’33’～100°10’55’に位置している。パリアマン市はス

マトラ島の西側に位置し、北スマトラ州および西スマトラ州の州都であるパダン市に隣

接している。西スマトラ・ミナンカバウ国際空港までは約 35km の距離にある。 

パリアマン市は隣接するパダンパリアマン県によって囲まれている。 

•  北  :  Sungai Limau 郡、V Koto Kp. Dalam 郡、V Koto Timur 郡 

•  東  :  VII Koto Sungai Sarik 郡 

•  南 :  Nan Sabaris 郡、Ulakan Tapakis 郡 

•  西 :  インド洋 

 

図  4.1.1 パリアマン市行政界 

Samudera 

Indonesia 
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パリアマン市はスマトラ島の西側の海岸に位置し、その歴史は古く、西暦 1500 年にま

でさかのぼると言われている。パリアマン市は街が海岸沿いにあることから、緩斜面を

含む平地で構成されている。市に近接する他の海岸地域と同様の地形および地理条件で

あり、その境界は河川によって定められる。パリアマン市には、North Pariaman 郡を

流れる Manggung 川、Central Pariaman 郡を流れる Pariaman 川および Jirak 川の支流、

South Pariaman 郡を流れる Mangau 川の 4つの主要河川が流れている。 

ほとんどが平地占められるパリアマン市は、その海抜は 2～35m である。市の管轄する

陸地面積は 73.54 km²、海洋面積は 282.69 km²、加えて Bando 島、Gosong 島、Ujung 島、

Tangah 島、Angso 島、Kasiak 島の 6 つの島がある。海岸線の長さは約 12.7km であり、

サンゴ礁や無数の小島が点在している。特に、70 種以上の海洋生物がおり、海洋資源

に恵まれた環境であるといえる。 

パリアマン市には丘陵地が少ししかないため、農業に適しており、稲作、ココナツ、イ

ンドネシア特有の作物である palawija や melinjo 等の作物栽培が盛んである。同地域

の地形状態（傾斜）の詳細は以下のとおりである。 

 
地形（傾斜）状態 North Pariaman Central Pariaman South Pariaman 合計 (ha) 

平地 (0-2%)  2479  2313  1994  6786 

起伏 (3-15%)  0  64  120  184 

急勾配 (16-40%)  366  0  0  366 

非常な急勾配 (>40%)  0  0  0  0 

合計 (ha)  2845  2377  2114  7336 

 

1) 地形 

西スマトラ州は山岳地域であり、約 3,000m の標高を持ち古生代層および火成岩からな

る活火山が州の西側に位置している。Great Sumatran 断層（可視できる断層地形）が

北北西と南南西の方向に地域を分断している。海岸から中央山岳地までの土地は火山台

地、火砕流台地および海岸沿いに位置する平野から構成されている。  

パリアマン市は大量の火山噴出物をもたらした Tandikat 火山（2,347m）と Singgalang

火山（2,877m）および Maninjau カルデラ湖から 20km 近く離れている。しかし、市の広

い範囲を占める火山性の台地はほとんどが、5 万 2 千年前の Maninjau カルデラを形成

した巨大噴火による多量の火砕流堆積物である。火山性の台地はパリアマン市西端で標

高が数十ｍ、東部では 50ｍ程度である。堆積物は未固結で、レンガ材に使われるよう

な細粒物質を多く含む。 
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低地は海岸線に沿う海岸平野と火山性台地を刻む河川沿いの谷底平野である。 

海岸平野は、海岸に沿って細長い範囲に分布している。海岸線に並行している砂州、浜

堤、砂丘を構成するのは、粒径のそろった砂層で、その厚さは 5m を超える。堤間低地

には湿地性の粘土質の堆積物が分布している。パリアマン市の中心部は砂州や浜堤の上

にあり、わずかではあるが標高（5ｍ程度）が高い。河口付近は砂州によって出口がふ

さがれた河川が多く、排水不良になっている。 

パリアマン市の地形分類図とその凡例を表  4.1.1と図  4.1.2に示す。 
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表  4.1.1 パリアマン市の地形分類図の凡例 

地形グループ 地形タイプ 地形の状態 
Sand bar, Beach ridge and Sand dune High place along the coast 

Coastal plain The plain along the coast 
Meander belt Flood plain with clear meander trace 
Alluvial fan Flat lowland from mountain area to the coast consist of 

fluvial deposits 
Valley plain Flat lowland in the valley 
Flood plain Flat lowland by sequential floods 

 
 
Lowland 

Back marsh Marsh behind the river channel 
Terrace River terrace Fluvial terrace 

Low relief hill Low relief hills formed by Maninjau Caldera eruption. 
Because of the fine materials, many small valleys are 
developed. 

 
 
Volcano 

Pyroclastic flow upland Pyroclastic flow upland formed by Maninjau Caldera 
eruption. Flat surface remains more than low relief 
hills . 

 

 

図  4.1.2 パリアマン市の地形分類図 
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2) 地質 

パリアマン市の範囲には第四紀の地層のみ分布している。  

パリアマン市の地質を表  4.1.2に示す。  

表  4.1.2 パリアマン市の地質 

地質時代 地質区分 岩種と層序 

Eolian deposit 

Fluvial deposit 

Marine deposit 

 

Alluvial Deposits 

Debris flow deposit 

Volcanic ash 

Edifice collapse deposit of Tandikat volcano 

Volcanic Products of Tandikat volcano  

 

 

 

 

Quaternary  

Volcanic Products 

Pyroclastic rock and pyroclastic flow deposit from the Old 

Maninjau volcano 
 

- 沖積層 

沖積層は大きく、河川によるものと海によるものに分けることができる。火山性台地が

侵食を受けて沖積層を作っているため、堆積物は火山性の砂礫が主体である。河口近く

では、砂が主体となる。垂直的には、礫、砂、粘土の互層となっている。海によるもの

は、海岸に沿って細長い範囲に分布している。海岸線に並行している砂州、浜堤、砂丘

を構成するのは、粒径のそろった砂層で、その厚さは 5m を超える。堤間低地には湿地

性の粘土質の堆積物が分布している。 

- 第四紀火山噴出物 

パリアマン市の広い範囲を占める軽石質砂は、Old Maninjau 火山の 5 万 2 千年前の

Maninjau カルデラを形成した巨大噴火による多量の火砕流堆積物が主なものである。

火砕流堆積物は台地の崖に現れており、その厚さは 30m 以上である。 
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図  4.1.3 地質図 

 

3) 気候 

パリアマン市における降雨の特徴は次のとおりである。降雨量データは西スマトラ州

PSDA（水資源管理局）が下記の機関より収集整理したものを活用した。 

• BMG  : Badan Meteologi dan Geofisika (気象庁) 

• PLN  : Perusahaan Listrik Negara (国家電力公社) 

• DPU  : Dinas Pekerjaan Umum (公共事業省) 

• Kimpraswil  : Pemukinam Prasarana Wilayah (居住・地域インフラ開発事務所) 

• Dep Pertanian Irigasi (農業・灌漑局) 
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表  4.1.3 雨量観測所及び平均年間降雨量 

 
 

 

図  4.1.4 雨量観測所位置図 

パリアマン市の平均年間降雨量分布図は全観測所の平均年間降雨量データを活用して

作成している。結果を図  4.1.5に示す。 

平均年間降雨量分布の結果を見ると年間 3,000mm から 5,000mm を記録しており、パリア

マン市は比較的少ない降雨量である。 
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図  4.1.5 パリアマン市の平均年間降雨量分布図  

 

4.2 社会条件 

1) 人口 

2005 年 8 月に住民登録・家族計画局によって取りまとめられたパリアマン市の人口デ

ータによると、パリアマン市の総人口は 78,758 人と記録されており、その構成は、男

性が 37,452 人、女性が 41,306 人、また、人口密度は 1,074 人／Km2となっている。そ

の殆どの人口はパリアマン中心の郡に集中しており、33,691 人である。 

各郡の村数、世帯数、人口密度等を次の表に示す。 
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表  4.2.1 2005 年郡別人口・世帯分布 

総数 総人口 

NO 郡名 
VILLAGE KELURAHAN M F TOTAL HOUSEHOLD 

人口密度 

1 PARIAMAN 
UTARA 21 0 11,733 13,230 24,963 4,663 877

2 PARIMAN 
TENGAH 13 16 16,117 17,574 33,691 6,347 1,417

3 PARIAMAN 
SELATAN 21 0 9,602 10,502 20,104 3,724 951

合計 55 16 37,452 41,306 78,758 14,734 1,074

 
パリアマン市のコミュニティーはミナンカバウ族で形成されており、ミナン語を使って

いる。彼らは頑強で独特なことで知られており日常生活において伝統や宗教（イスラム

教）を統合し、また、女系を重んじている。人生哲学は、習慣による伝統、コーランに

よる習慣である。 

年齢別の人口では、15 歳以下の若年層が高く 27,073 人で、パリアマン市の人口の

35.07％を占め、若年層が比較的多い。したがい、就労可能人口（15 歳から 64 歳）に

対する経済的負荷は厳しい。 

一般的に、男性及び女性の人口を比較すると近似値の 0.92 でるが、女性の数が男性の

数を上回っている。15 歳から 19 歳及びそれ以上の年齢で明確である。年齢別の人口を

下表に示す。 

 

表  4.2.2 年齢別人口 
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次の表は郡毎に村別人口の詳細を示す。 

 
KECAMATAN NORTH PARIAMAN 

July 2005 
TOTAL NUMBER OF POPULATION 

NO NAME OF DESA/ KELURAHAN  
MALE FEMALE 

TOTAL 

1 AMPALU 987 1,088 2,075
2 APAR 414 442 856
3 MANGGUNG 793 876 1,669
4 TANJUNG SABAR 287 276 563
5 KAMPUNG GADANG 702 700 1,402
6 KP.BARU PADUSUNAN 575 558 1,133
7 TALAGO SARIAK 437 522 959
8 SIKAPAK TIMUR 423 591 1,014
9 SIKAPAK BARAT 703 913 1,616
10 CUBADAK AIR 584 721 1,305
11 CBD AIR SELATAN 342 399 741
12 CBD AIR UTARA 650 762 1,412
13 TUNGKAL SELATAN 457 562 1,019
14 TUNGKAL UTARA 495 452 947
15 SUNGAI RAMBAI 432 518 950
16 PAKASAI 251 322 573
17 PDG.BIRIK-BIRIK 525 518 1,043
18 BALAI NARAS 830 829 1,659
19 NARAS I 1,006 1,312 2,318
20 NARAS HILIR 510 527 1,037
21 SINTUK 330 342 672
 TOTAL 11,733 13,230 24,963

 
KECAMATAN SOUTH PARIAMAN 

JULY 2005 
TOTAL NUMBER OF POPULATION 

NO NAME OF DESA/ KELURAHAN 
 MALE FEMALE 

TOTAL 

 
1 

 
BALAI KURAITAJI 472

 
665 1,137

2 SIMPANG 272 345 617
3 PUNGG.LADING 744 819 1,563
4 PS.SUNUR 144 145 289
5 TOBOH PALABAH 492 550 1,042
6 PAUH KURAITAJI 339 417 756
7 KP. KANDANG 688 560 1,248
8 KP. TANGAH 308 251 559
9 KAJAI 336 320 656
10 KALUAT 233 362 595
11 PDG.CAKUR 183 166 349
12 MARABAU 369 379 748
13 SIKABU 120 125 245
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TOTAL NUMBER OF POPULATION 
NO NAME OF DESA/ KELURAHAN 

 MALE FEMALE 
TOTAL 

14 PL.ANEH 372 453 825
15 SEI.KASAI 233 190 423
16 BTG.TAJONGKEK 343 371 714
17 TALUK 1,179 1,140 2,319
18 KP.APAR 358 320 678
19 RAMBAI 358 464 822
20 BUNGO TANJUNG 875 1,136 2,011
21 MARUNGGI 1,184 1,324 2,508

TOTAL 9,602 10,502 20,104

 
TOTAL NUMBER OF POPULATION OF KECAMATAN CENTER PARIAMAN 

JULY 2005 
POPULATION 

NO NAMEOF 
DESA/KELURAHAN   MALE FEMALE 

TOTAL 

1 JAWI-JAWI II 680 688 1,368
2 ALAI GELOMBANG 507 635 1,142
3 JALAN KERETA API 282 336 618
4 KP. PONDOK 767 750 1,517
5 RAWANG 557 478 1,035
6 AIR SANTOK 532 563 1,095
7 TARATAK 436 425 861
8 JAWI-JAWI II 507 441 948
9 PAUH BARAT 848 775 1,623
10 PONDOK II 595 577 1,172
11 CUBADAK MENTAWAI 255 299 554
12 KAPUNG JAWA II 475 465 940
13 JALAN BARU 447 836 1,283
14 SUNGAI SIRAH 165 189 354
15 PASIR 526 600 1,126
16 KAMPUNG PERAK 478 493 971
17 LOHONG 649 655 1,304
18 KARAN AUR 750 1,030 1,780
19 JATI HILIR 317 307 624
20 JATI MUDIK 297 259 556
21 CIMPARUH 1,065 1,115 2,180
22 PAUH TIMUR 700 704 1,404
23 KAMPUNG BARU 1,603 1,741 3,344
24 BATO 320 378 698
25 SUNGAI PASAK 407 490 897
26 UJUNG BATUNG 360 580 940
27 KAMPUNG JAWA I 450 517 967
28 BATANG KABUNG 510 544 1,054
29 KOTO MARAPAK 632 704 1,336

TOTAL 16,117 17,574 33,691
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以下の図はパリアマン市の郡、村の行政界を示す。 

 

図  4.2.1 行政界 

パリアマン市における郡別人口密度を図  4.2.2に示す。より現実的な人口密度を示す図

として、純人口密度図を図  4.2.3に示す。この図は、人口データを行政境界図と 2000

年の BPN の保有する宅地図をリンクさせ、宅地に人口を入力し、その面積から人口密度

を算出している。この図から、パリアマン市街地を最大の人口密度として南北に走る幹

線・主要道路沿いに人口が分布していることが明確に理解される。その他、顕著な居住

地として海岸沿いがあげられる。 

 

Pariaman Utara 郡 

Pariaman  Selatan郡 

Pariaman Utara 郡 
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図  4.2.2 パリアマン市の郡別人口密度 

 

図  4.2.3 パリアマン市の純人口密度 
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2) 建築物 

建物構造に関する情報は防災を考える上での必須情報である。パリアマン市では、建物

統計データの主な情報源は BAPPEDA（パリアマン市計画局のデータ・調査課）である。

パリアマン市では、2008 年に建物調査を実施した。表  4.2.3は、郡別に建物データを

まとめたものである。 

表  4.2.3 群別構造別建物棟数 

  
出典: BAPPEDA KOTA PARIAMAN, 2008 

パリアマン市の郡別建物構造別分布図を図  4.2.4に示す。 

 

図  4.2.4 郡別建物構造別分布図 



パリアマン市地域防災計画 

 

-1-19- 

4.3 パリアマン市における地震及び津波被害の記録 

1) パリアマン市における地震災害の記録 

Aceh, 26 Des 2004

Nias, 28 Maret 2005

?
?

?

?

?
?

Mentawai(6.8SR), 10 April 2005

Batusangkar (Lempeng Muaralabuh) 6.2 SR, 
6 Maret 2007

Lepas Pantai Baratdaya Pariaman, 4.6 SR,  
2 Agus 2007

Gempa 12 dan 13 Sept 2007

パリアマン市は地震及び津波災害危険地域に位置している。メンタワイ前にあるプレー

トの衝突は地震が頻発する場所であり、メンタワイ断層の前にあるパダンでは、歪が出

来てエネルギーが蓄積されていることから地震発生の可能性が高い。本島では、西スマ

トラを南北の断層が分断し、多くの火山があることから、地震を引き起こす可能性があ

る。 

西スマトラで発生した大規模な有感地震は、1797 年、1833 年、1861 年、1864 年、1904

年、1926 年、1943 年、1977 年、1995 年、2004 年、2005 年及び 2007 に発生し、宅地に

被害が及んだ。  

よって、大災害発生の論理的帰結が成り立ち、現状のコミュニティーでの災害に対する

能力では問題があり、早急に体系的な住民の教育及び周知の努力が必要となる。 
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2) パリアマン市における津波災害の記録 

スマトラ島において近年発生した大規模地震及び津波のリストによると西海岸、特にパ

リアマン市に影響を与えている。 

パリアマン市における総被災者数の具体的な記述は無いが、いくつかの収集した報告書

には近隣のパダン市、メンタワイ、アチェ等での被災の記録が以下のようにある。 

a. 津波を発生させた地震 

 

        出典: Hamzah Latief, 2006. 

b. パダンを襲った 1797 及び 1833 年の津波報告書(パリアマン市から約 56Km) 
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表  4.3.1 最大津波高及び到達時間 

 
 

出典 : Hamzah Latief, 2006 

 
過去、Sunda trench で発生した地震津波でパリアマン市の海岸に影響を及ぼしたと考

えられるものは表 4.3.2 の通りである。表 4.3.2 中で過去最もパリアマン市に影響を及

ぼしたと考えられるのは、パリアマン市沖を震源とする 1797 年と 1833 年の地震・津波

である。両地震について、パリアマン市における当時の記録はないものの、Padang 市

において浸水被害が発生したとの記録がある。近年は、2004 年のインド洋大津波，2005

年の Nias 島地震津波，2007 年の Begkulu 地震津波とパリアマン市に深刻な被害はもた

らさなかったものの、津波が沿岸に到達した巨大地震津波が立て続けに起こっている。

しかし、1797 年および 1833 年の地震以来、パリアマン市沖では顕著な地震が発生して

なく、今後地震・津波がおきる可能性が高い領域として注目されている。以上から、1797

年および 1833 年の再現地震・津波を本計画の対象津波とする。 
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表  4.3.2 スマトラ島沖の津波 

No. YEAR EPICENTER  MAX RUN-UP
HEIGHT(m)

VICTIM
(DIED/INJURED) AREA

1 1797 - >5 NA Offshore Padang, Sumatra
2 1833 - 3-4 NA Offshore Padang, Sumatra
3 1843 - 2 NA SW Sumatra

4 1861 - 7 1105 Nias Island, NW Sumatra
5 1907 - 2 400 NW Sumatra
6 1935 - - NA Batu Island, NW Sumatra

7 2004 3,298 Lat. N; 95,6 Long.E 34.5 >300.000 NAD, NW Sumatra
8 2005 2,065 Lat. N; 97,01 Long.E 3.5 NA Nias Island, NW Sumatra
9 2005 2,065 Lat. N; 97,01 Long.E 3.5 NA Offshore Bengkulu, Sumatra  

出典: S.Diposaptono, NOAA Tsunami Database, Solov'iev and Go (1975) Tsunami Catalogue:  
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4.4 地震・津波災害のハザードマップ、リスクマップ 

1) 地震 

(1) 地震ハザードマップ 

“ハザード”の言葉の意味は災害の原因である。よって、地震では、地表面加速度の分

布を“ハザードマップ”には示すこととなる。地表面加速度の分布期待値を図  4.4.1

に示す。地表面加速度は PGA 及び MMI を用いて示す。パリアマン市における MMI は 8 以

上を示している。 

 

図  4.4.1 地震ハザードマップ（地表面の揺れ分布） 

上記の図に示すとおり、東より西側が危険な地域となっている。 
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(2) 地震リスクマップ 

地震では、災害リスクは、地震ハザード及び施設・建物脆弱性の相乗作用を解析した倒

壊可能性である。地震ハザードつまり地表面の揺れの大きさは場所によって異なる。建

物の脆弱性も建物種別によって違ってくる。 

図  4.4.2は、建物数と想定建物倒壊数（500m 角のグリッド）により算出された、建物

の倒壊率を示している地震リスクマップである。  

 

図  4.4.2 地震リスクマップ（グリッド毎の建物被害率） 

上記の図に示すとおり、パリアマン市の南西部が北東部に比較してリスクが高くなって

いる。 
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2) 津波 

(1) 津波ハザードマップ 

津波被害は津波により海水が陸域へ浸入することにより引き起こされる。従って、津波

ハザードとは、津波の浸水深および津波の流速である。しかし、津波の水深と流速の相

乗効果を考慮したマクロ予測手法が確立されていないことから、本検討では浸水深のみ

を津波ハザードとする。 

津波の浸水深を予測する手法は、例えば数値計算や歴史津波の調査など各種方法がある。

ここでは比較的簡易にハザードの範囲や程度が予測可能な想定津波高と地盤高に基づ

き、津波ハザードマップ（津波浸水予測図）を作成した。1797 年, 1833 年の再来津波

の津波高はおおむね5m以下である。従って、海面上5mが想定津波高の標準高さとする。

津波ハザードの被害は次の通り分類する。 

 

 i) 2.0m<  (木造家屋全壊) 
 ii) 1.0m<H≤2.0m (木造家屋半壊) 
 iii) 0.5m<H≤1.0m (床上浸水) 
 iv) 0.0m<H≤0.5m (床下浸水) 
 v) H=0.0m  (被害なし) 
 

図 4.3.3 から、津波ハザードは沿岸の低平地に集中していることがわかる。パリアマン

市は海岸線から約 2-3km は低平地が広がっており、津波危険区域もそれに応じて内陸部

まで広がっている。パリアマン市に 1797 年，1833 年の津波の浸水範囲についての記録

はないが、1833 年津波の Padang 市における記録（少なくとも海岸線より 1km）と比較

すると、地盤高に基づくハザードエリアは内陸に大きく広がっており、浸水予測手法に

より、浸水範囲が過大評価（危険側）となっていると考えられる。実際の浸水範囲は津

波による海水越流流量に依存することから、浸水範囲はもう少し海際の範囲で収まると

推定される。 
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Inundation Depth (m), House Damage
> 2.0m Totally Destroyed

1.0m – 2.0m Partially Destroyed

0.5m – 1.0m Flooded above Floor Level

0.0m – 0.5m Flooded below Floor Level

0.0m No Damage

Tsunami Hazard Map

 

図  4.4.3 津波ハザードマップ 

 

(2) 津波リスクマップ 

津波によって発生する被害は、溺死等による人的被害，流れによる破壊等による家屋被

害，道路・鉄道・橋などの構造物被害，電力などのライフライン被害，漁船流出などの

水産業被害，工場等の破壊・流出などの商工業被害，海水・土砂流入等による作物・農

業被害，幹折れなどの森林被害，火事，石油流出，砂浜などの地形変化，発電所などの

破壊など多様である。ここでは、主要な被害である家屋の破損・流出，人的被害に着目

して津波ハザードによるリスクを算出するものとし、以下の式に基づきリスクを算出し

た。通常、家屋被害を算出する際には、被災率をかけるが想定浸水深のランクに被災率

が反映されていることから、被災率は除外し、距離補正を考慮した。距離補正を行う理

由は、内陸部における浸水では流速が弱まっており、家屋は破壊に至らないと考えられ

るからである。具体的には、全壊棟数・半壊棟数は海岸線から 1km の範囲から発生する

と想定する。また被害が発生する範囲は、海岸線から 3km までの範囲とした。 

また、津波による死者数を算出する際には、浸水深ではなく津波高に応じた死者率を滞

留人口に乗じる。ここでは、人的被害の程度を測定するという観点で家屋被害と同様の

手法で被害リスクに組み込んだ。 
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[津波リスク] = [想定浸水深ランク×距離補正値]×[人口密度ランク+家屋密度ランク] 

図  4.4.4から、津波リスクは、パリアマン市沿岸のほぼ全域、海岸から 1～3km の範囲

に広がっていることがわかる。特に人口・家屋の集中した Pariaman Tengah 郡の被害リ

スクが大きい。Pariaman Tengah 郡は、鉄道や道路・橋梁などの交通施設，港湾・漁港

施設など重要施設が海岸線より 1km 以内の範囲に集中しており，津波によるインフラ被

害リスクが非常に大きい地域である。 

 

Tsunami Risk (score)
Highest Risk: 60 – 200

Higher Risk: 45 – 60

Moderate Risk: 30 – 45

Lower Risk: 16 – 30

Lowest Risk: 0 – 16

No Risk: 0

Tsunami Risk Map

 

図  4.4.4 津波リスクマップ 
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第5章 計画をめぐる社会環境 

この章は、近年の防災における動向及び重点事項についてその概要を述べる。 

5.1 過去の災害からの教訓 

インドネシア国は過去多くの地震及び津波災害に見舞われてきている。近年の顕著な地

震は 2004 年 12 月に発生した西側沿岸の北スマトラ地震で、破壊的な津波によって少な

くとも 17 万 3,981 人が一瞬で亡くなった。 

西スマトラ州、パリアマン市、特に西海岸地域の住民は、津波発生の可能性を持つ地震

災害に直面した生活を余技なくされており、十分な準備をしておく必要がある。それは、

この地域が、メンタワイ断層、ブキット バリサン地域の多くの火山や断層により災害

が起こる可能性が高い地域であるからである。さらに、アチェの津波及びニアス、メン

タワイの地震後の経験は、コミュニティーのパニックを鎮めることの難しさを明確に示

し、また、人を惑わせる恐ろしい出来事や情報の影響に対応する困難さも教えた。 

記憶に残る過去の災害から、将来起こる災害による被害を軽減する術を学ぶ必要がある。 

過去の災害からの教訓は、明確に集約し、この地域防災計画に災害対策として反映させ

る必要がある。 

5.2 情報通信システムの整備 

情報通信技術の進歩に伴い近年、携帯電話や、パソコン等、情報通信・情報処理機器が

社会的に広く普及している。また、先進国では、GPS や GIS の普及により、観測情報伝

達等のリアルタイム化、災害情報の視覚的な情報の提供が可能となっている。これらは

我々のコミュニケーション手段や通信のあり方を大きく変えるばかりでなく、災害時の

被災情報の収集などの防災対策にも幅広く影響を及ぼしている。 

しかし、これらのシステムが災害により被害を受けた場合、システム全体が機能しなく

なることが懸念されることから、これらシステムは多重化することが重要である。これ

らシステムは、機能障害がなければ非常に有用であり、将来的には、これらのシステム

をパリアマン市においても適用することが可能であるが、その弱点も事前に認識した上

で考慮する必要がある。 
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5.3 輸送・交通路の確保 

災害発生時において、交通網の確保は防災上、各種緊急対応活動を実施する上で最も重

要な事項である。パリアマン市では道路網及び橋梁が良い状況で保たれている。しかし、

被害軽減の計画及び道路網を確保に関し、緊急輸送網を整備又は他の緊急対応を遅延無

く実施する代替案が必要である。 

 

5.4 ライフラインへの依存度理解 

通常時、特に都市部では、ライフラインへの依存度が非常に高いことから、これらライ

フラインの機能障害又は停止は住民生活に大きな影響を与える。ライフライン関連公

社・会社は災害による緊急対応時であっても、そのサービスを継続する責任がある。こ

れらライフライン公社・会社は災害時に被害を軽減するための準備と多くの努力をしな

くてはならない。 

 

5.5 ボランティア、NGO・NPO への社会的期待 

過去の災害から、ボランティアや NGO は被災者への応急手当、捜索活動、避難所運営等

の各種重要な役割を担ってきており、その重要性が強く認識されている。ボランティア

や NGO はその地域で活発に活動しており、また、あらゆる場面で柔軟に行動が取れるこ

とから、災害発生時の政府による活動実施の支援をすることができる。さらに、災害時

には、これらボランティアや NGO・NPO で調整して、より適切な活動が望まれる。 

 

5.6 災害時要援護者への特別配慮の必要性理解 

パリアマン市では、高齢者層及び若年層の比率が高い。この比率は 9.91％である。こ

れら災害時要援護者は通常より避難に時間がかかることを考慮し、事前にいつ災害時要

援護者に避難を勧告するかの基準を整備することが必要で、これらを記述したガイドラ

インの準備も必要である。これら避難活動はコミュニティーで実施されることが望まし

い。 
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5.7 減災社会の実現に向けて 

自然災害には政府職員のみでの対応は困難であり、政府職員、民間企業職員、住民が一

体となり防災活動を実施することが必要である。よって、それぞれの役割で防災の重要

性を認識し、防災に関する知識と認識を向上させることが非常に重要である。防災認識

を高めることは困難ではあるが、一度災害が起これば、尊い命を失うことになる。減災

対策はこれら被災者を多く救うことが出来ることから減災社会に向けての取り組みが

必要である。 
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第6章 市災害管理調整委員会の構成 

6.1 市災害管理調整委員会の定義 

1) 市災害管理調整委員会の目的 

国家防災庁及び州災害管理調整委員会の長である州知事の方針により、災害発生前、発

生後の期間における、事前対応、緊急対応、復興・復旧を含む対応をするため、市災害

管理調整委員会を設置する。 

2) 市災害管理調整委員会の役割 

(1) 社会の防災意識を向上させるため訓練等を実施し、地域の防災対策及び

避難の能力を強化する。 

(2) 地域における防災対策、避難の能力及び施設強化を実施する。 

(3) 市災害管理調整委員会との密接な協力体制による防災対策 

(4) 防災対策の責任分担の明確化 

(5) 州災害管理調整委員会の長である州知事の指示による他の活動 
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6.2 災害管理サイクルによる市災害管理調整委員会の所掌 

災害管理サイクルによる県災害管理調整委員会の所掌は以下の通りである。 

 

期 区分 所掌 
予防 1. 災害地域図の作成（ハザードマップ） 

2. 警報シグナルの発令準備・発令 
3. 一般的な空間計画（土地利用）の策定 
4. 地域の安全、建物、廃棄物等に関わるルール策定 
5. 災害緊急対応機材の調達 
6. 機材の設置手順、活動内容や手順を示したマニュアルの

策定 
軽減 7. 策定された規則・ルールの適用 

8. 危険・禁止標識の設置 
9. 保安部隊及び規制部隊の確立 
10. 安全な施設の建設及び既存施設の補強（堤防、ダム等）

事前対応 

準備 11. 防災訓練の実施 
12. 災害の履歴、災害危険性の回避・軽減手法の周知・広報

13. 捜索救助隊の配置 
緊急対応 1. 災害発生前の警報発信 

2. 被災者の苦痛を軽減するためのカウンセリング、暴力行為を避けるた

めの治安管理 
3. 災害発生後、市災害管理調整委員会による緊急対応チームの 2 日（2×

24時間）以内の被災地への派遣 
4. 被災者支援のための災害対策本部の設置 
5. 行方不明者の捜索・救助 
6. 避難活動の支援 
7. 被災地における被災者の安全確保 
8. 飲料水、食料、衣料、医薬品、仮設住宅等の支援の提供 
9. 公的支援の受入れと災害対策本部を通じた被災者への配分 

復旧・復興

対応 
1. 続けて発生が懸念される災害の予想・想定 
2. 人的被害・物的被害の調査・記録 
3. 被災前の生活に戻すための被災者への精神的・身体的な回復に向けた

支援（公共施設等の復旧工事に従事させる） 
4. 住民の生活水準を向上させるための災害に強い交通、住居、社会・公

共施設の再建プログラムの策定 
5. 被害記録と適応した災害対策に関する報告書及び災害支援の受入れ・

配分に関する報告書を州災害管理調整委員会長へ提出 
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6.3 市災害管理調整委員会のメンバー及び組織図 

市災害管理調整委員会のメンバー及び組織図は以下に示すとおりである。 
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6.4 市災害管理調整委員会メンバーの役割 

市災害管理調整委員会メンバーの役割は以下の通りである。 

 

No. 市災害管理調整委員会 所掌 
1 実施部隊長 1. 防災対策活動の統制及び調整 
2 副実施部隊長 1. 防災対策活動における実施部隊長の支援 
3 事務局１ 1. 被災者への災害支援貢献／手配の計画・調整 

2. 被災者への保健・医療の調整・実施 
3. 被災者施設の復旧・復興の調整・実施 

4 事務局２ 1. 被災者への救助及び避難活動の調整・実施 
2. 被災地の安全確保、被災者避難、被災地の再配

置の調整・実施 
3. 緊急対応活動を円滑に実施する為の通信・交通

施設の調整・実施と住民への情報開示. 
5 事務局３ 1. 情報収集及び通知・報告 

2. 義援金・物資の受入れ・保管・配分の記録 
3. 防災対策活動の書類作成 

6 避難と安全 1. 全ての被災者捜索救助の調整 
2. 避難場所の安全確保と危険区域への立入り禁止

の調整 
3. 安全且つ到達可能な地域での一時避難場所・テ

ントの準備 
4. 各局からの防災対策活動の方針への提言取得 
5. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
7 社会支援 1. 支援物資及び支援施設の計画・配備  

2. 必要な物資、施設、機材データの準備 
3. 必要なロジスティック支援及び全ての物資の準

備・配分 
4. 必要な地域での公共ロジスティックの配備・運

営 
5. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
8 保健 1. 衛生施設（トイレ等）、被災者への医療活動、標

準的な医療機器を含む施設の準備と被災者の病

院への搬送 
2. 被災者への医療支援サービスの調整 
3. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
9 復旧・復興 1. 災害に起因する復旧計画の調整  

2. 一時的宿泊施設及び修復が必要な施設等の支援

施設の準備 
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No. 市災害管理調整委員会 所掌 
3. 全ての緊急活動及び復興・復旧活動の調整  
4. 関連機関による防災対策方針や提言の入手 
5. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
10 情報・広報 1. 新聞、電子媒体等を活用した住民への周知情報

の計画、準備、調整 
2. 災害対策活動の文書化及び広報 
3. 関連機関による防災対策方針や提言の入手 
4. 他の関係機関と共同での訓練の実施、災害危険

箇所近辺住民への教育 
5. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
11 交通 1. 通信・交通施設及び機材の準備 

2. 通信・交通機材の調整 
3. 関連機関による防災対策方針や提言の入手 
4. 市災害管理調整委員会の長による、その他提言

事項の実施 
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第第 22 部部：：事事前前対対策策  

（（事事前前対対策策計計画画））  
 

地震および津波による被害は、広い範囲にわたって大きな影響を及ぼすことがある。大規模な地

震により、生活基盤の崩壊、避難といった直接的な住民生活への影響はもとより、教育の現場や

福祉施設、医療・救護活動拠点等においても、組織体制や施設設備等を十分にして、平素から地

震に備えておく必要がある。よって、パリアマン市での頻繁に発生する災害に備える為、事前に

対策を講じる。 
 

第1章 防災組織の強化 

1.1 市災害管理調整委員会 

 

実施機関 市災害管理調整委員会 

 

1) 市災害管理調整委員会の役割 

• 市災害管理調整委員会メンバーとの緊密な調整によって、構造的・非構造的活動の

事前対応、緊急対応、復旧・復興を含む対応を調整、統率、統制する責任がある。 

• 地域防災計画の承認及び計画に示す対策の実行 

• 災害に関する情報及びその被害に関する情報収集 
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1.2 災害対策本部等組織体制の拡充 

 

実施機関 市長 

 

現状の災害対策本部の体制は、全ての緊急対応活動において明確でないことから、大規

模災害が発生した場合、混乱が予測され、迅速かつ円滑な緊急対応活動に影響を及ぼす。

従って、現状の災害対策本部を強化するため次の対策を講じることを推進する。 

1) 初動体制の見直し 

(1) 平常時の伝達系統及び方法 

災害発生の恐れのある気象情報、または異常現象発生のおそれのある情報を収受した場

合、あるいは災害が発生し、直ちに応急措置を実施する必要があると認められる場合等

における指示伝達系統及び方法ならびに連絡責任者を具体的に定める。 

さらに、初動体制を迅速に決められるよう、市災害管理調整委員会と関係機関との情報

収集体制を強化することを推進する。 

(2) 夜間又は休日における伝達 

夜間や休日の災害発生では、迅速な配置体制をしくことができるように、参集する職員、

連絡方法、参集場所等を事前に決める。 

2) 災害対策本部の事前対策 

被害の実態や被災後の時間経過にともなう対策に即応できるように災害対策本部など

の災害発生後の運営を以下のように定めておく。 

(1) 災害対策本部の開設・必要な資機材などの確保 

災害対策本部長は、被害に関する情報を収集し、分析し、災害対策本部の基本方針を決

定する。災害対策本部を設置、運営する為、災害対策本部の事務局は必要な物資、通信

手段及び非常用電源を確保する。 

(2) 災害対策本部訓練 

災害時に被災現場と本部との連絡・情報の受伝達を円滑に行うため、機器の点検、方針

決定手順などの確認のため本部訓練を実施する。 

(3) 災害対策本部室の指定 

災害対策本部室の指定は、対応を混乱無く迅速かつ円滑に実施する助けとなる。災害対

策本部次の場所に設置する。 
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• 災害対策本部は次の場所に設置する。 

 

順序 災害対策本部設置場所 

1 市長舎会議室 

2 市長公邸会議室 

3 アクセスが容易に可能な特別室 

 

• もし大規模災害が発生し、これらの指定した室内建物が利用出来ない場合、市長舎

前の広場に災害対策本部を設置する。この場合、緊急利用としてテントを用意する。 

• もし災害規模が比較的小規模であり、市長舎から被災地が離れている場合には、現

地災害対策本部を被災地近郊に設置する。 
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1.3 広域応援 

 

実施機関 社会労働局 

 

大規模災害が発生した場合において、応急対策、復旧対策を実施するために必要がある

と認める場合に、他市・県及び赤十字、国軍等への職員の派遣や食料・物資などの応援

について州災害管理調整委員会を通じて要請する。要請するための事前準備として、以

下の対策をとる。 

1) 広域受入れ体制の整備 

• 災害派遣活動が円滑に行えるよう、災害現場を想定した訓練の充実を図る。 

• 救援物資協定機関の拡大と供給品目の充実を図る 

• 他市・県との相互応援協定を拡大するとともに、迅速かつ円滑に応援を受入れるた

め、広域応援部隊の活動拠点などの整備に努める。 

• 各支援機関の責任分担を明確にする。 

2) 広域支援活動拠点の確保 

次の場所を支援活動の拠点として指定する。 

• 主要な支援活動拠点は市長庁舎前の広場とする。 

• 市長庁舎前広場が被災地より遠い場合には、市長の決定により近郊な場所に変更す

る。 
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第2章 市民・企業における防災力の強化 

“自分の身を自分で守る”という考え方は防災において欠かすことの出来ない認識であ

り、市民や企業が日ごろから防災に関する準備を行なうことが重要である。平常時から

一人一人が自然災害に対する心がけをすることで、地域の防災力を高めることに繋がる

ものと考えられる。 

2.1 市民に求められること 

 

実施機関 市災害管理調整委員会 

 

1) 防災訓練への参加 

防災に関する認識を高め、災害時に適切な行動がとれるよう、コミュニティや企業内に

おいて防災訓練を定期的に行なうよう促進する。防災訓練の実施方法については、セミ

ナー開催やパンフレット、ウェブサイトへの掲載を通じて市民・企業に配布すると同時

に、市災害管理調整委員会は積極的に市民に防災訓練への参加を呼びかける。 

2) 自主防災組織への参加 

地域コミュニティ活動への参加は近隣住民との結びつきを強化し、地域内で防災に関す

る情報を共有することができる。災害時の円滑な対応を目的とし、市民・地元企業に対

し自主防災組織への参加を呼びかける。 

3) 家庭内での話し合い 

災害時に家族が一緒でない可能性を考え、集合場所や連絡手段、家族の役割等を事前に

決めておくよう呼びかける。非常時の避難活動を混乱無く行なうためにも、このような

家庭内での話し合いが重要である。 

4) 水と食料の備蓄 

災害発生後は、道路の分断や社会的混乱によって交通システムが麻痺する可能性が高い。

これにより、市や郡から食料や水の配給が滞る可能性があるため、各家庭において 3日

分程度の水および食料を備蓄することを促進する。具体的な備蓄内容は下記の通りであ

る。 
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(1) 水の備蓄 

飲料水は一人当たり1日3リットルを目安に考え、人数分を備蓄する。飲料水とは別に、

トイレや風呂等、生活用水が必要となることから、常時風呂桶やバケツに水を入れてお

くことを勧める。 

(2) 食料の備蓄 

ある程度の食料を各家庭で備蓄することを促進する。特に、乳幼児や高齢者がいる家庭

では、家族構成にあわせ、特別な食材や粉ミルク等を常備することを勧める。 

 
出典：札幌市危機管理対策室，1998 年，札幌 

図  2.1.1  備蓄と必要時期 

5) 生活必需品の整理 

緊急時には、生活必需品や備蓄品をすばやく家の外に持ち出す必要があるため、現金、

懐中電灯、携帯ラジオ、救急薬品、衣類、非常用食料等の非常用品をいつでも持ち出せ

るよう、各家庭で準備することを呼びかける。 

6) 家屋の安全性の確認及び補強 

自然災害に備えて、家屋および家屋周辺建物の安全性を確認することが重要である。ま

た安全性に欠けると判断された建物に関しては、構造の見直しや適切な補強を行なう。

具体的に以下の点について確認することを呼びかける。 

• 屋根や看板の安全性の確認 

• 支柱やアンテナの安全性の確認 

Disaster 24hrs Later 3days Later

Stockpile at Individual Household 

Stockpile at Shops & Supermarket

Stockpile at Kechamatan 

Stockpile at Kabupaten 

Relief Supplies 
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• フェンスやブロック塀の安全性の確認 

7) 避難地の確認 

最寄りの避難地の確認と、そこへ行くまでの安全な避難経路の確認を行なうよう、市民

に呼びかける。 

 

 

パリアマン市避難マップ 
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2.2 地域住民に求められること 

 

実施機関 市災害管理調整委員会 

 

災害に初めに直面するのは地域の住民であり、また、災害が発生した際、最初にそして

ずっと継続的に災害対応をとるのも地域住民である。災害によって被る影響を小さくす

るためには、地域住民が災害に対して十分に備え、地域を守る取り組みを行っていくこ

とが重要である。 

こうしたことから、効果的に防災対策を行っていくために、十分な人的・物的資源を備

え、よく組織化された持続可能な自主防災組織を設立することが求められる。 

1) 自主防災組織の活動 

防災活動はかなりの部分において、集団的な責務を必要とするものである。住民が組織

に所属することによって、緊急時の対応および平時の災害への備えなどの防災活動をよ

り効果的に実施するためにより積極的な役割を果たすことができる。さらに、通常、政

府と住民の防災対策に対するニーズについては大きなギャップがあり、政府と考え方を

共有していくためには、住民が集団として行動し、ニーズや優先順位を明確にし、必要

とされる対策の提案や、関係者とのリスクに関する協議を推進する必要がある。特に、

下記の活動について自主防災組織で行っていくことが求められる。 

(1) 地域の防災計画の策定 

災害が発生した際に、確実に、適時に、よく調整された行動を行うためには、事前に防

災計画を作成しておくことが重要である。(a)緊急時および平常時の組織体制、(b)情報

収集や伝達、避難の支援、捜索救助、避難所の運営などの緊急対応計画、(c)自主防災

組織の年間活動計画などについて防災計画として取りまとめる。 

(2) 地域の災害リスクや脆弱性についての把握 

防災計画を妥当なものとするためには、地域がおかれている災害リスクや脆弱性につい

て正しい理解をすることが重要である。地域住民の持つ情報を活かしたコミュニティハ

ザードマップを作成し、避難ルートや避難場所をあらかじめ検討し、決めておく必要が

ある。 

(3) 防災知識の普及啓発 

地域住民が災害時に迅速に正しい行動を取るためには、住民が十分に情報を与えられ、

また災害や災害対応に関する正しい知識を有することが必要である。すべての地域住民
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が防災知識を得ることのできる機会を提供することは、自主防災組織の重要な活動のひ

とつである。 

(4) 防災訓練の実施 

災害時に正しい行動をとるためには、知識だけでなく、定期的に訓練を行っておくこと

も重要である。訓練を通して、防災計画の確認、他の組織との連携の確認、災害時の迅

速な活動を確かにするために改善すべきことについての検討を行う。地域住民が中心と

なった定期的な訓練を推進することが求められる。 

(5) 防災用資機材の整備 

自主防災組織が防災活動を行うための資機材がきちんと準備され、常に保守されている

ことは大切である。発電機、リヤカー、救助道具、ヘルメット、工具、（電動）のこぎ

り、油圧ジャッキ、スコップ、バケツ、電池式ラジオ、拡声器、懐中電灯、毛布、救急

キット、飲料水、およびテントなどの資機材を準備しておく。 

(6) 施設や建築物の防災点検 

建築物の倒壊や落下物による損傷を避けるために、施設や建築物の定期的な点検の実施

を推奨する。各住民による自宅の防災点検とともに、地域の施設等を系統立てて定期的

に点検することが必要である。 

2) 自主防災組織の設立 

自主防災組織の設立にあたっては、新しく組織を設立するのではなく、現在ある住民組

織やグループをうまく活用することが必要である。特に、各 Desa（村）で LINMAS（民

間防衛隊）が組織化されている場合は、自主防災組織の中核として活用する必要がある。

また、コーラン解釈グループも、多くの住民の参画を求めるために、活用されるべきで

ある。 

下図は、自主防災組織の体制の一例である。 

 

リーダー

情報伝達班 避難支援班 避難所運営班 消火班 

地域住民

活動への支援・参加 

救助救援班 
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3) 自主防災組織の防災能力向上 

市災害管理調整委員会は、各村（Desa）における自主防災組織の設置および、組織の能

力向上に関する責任を負う。自主防災組織の能力向上のために、市災害管理調整委員会

は下記の活動を行うものとする。(a)自主防災組織のリーダーの研修実施、(b)自主防災

組織の活動への助成や、必要とする機材の供与、(c)コミュニティの防災活動の中で活

用される啓発資料等の作成、(d)近隣地域との協力連携の推進、(e)ボランティア組織や

地元企業など関連機関との防災活動のための連携推進。 
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2.3 企業に求められること 

 

実施機関 商工業局 

 

1) 企業のための防災計画の作成 

各企業は、業種、職員数、オフィスの立地等の条件に即した防災計画を策定することが

重要である。特に緊急時の事前計画および災害発生時の活動計画について、具体的な内

容を盛り込んだ計画を作成するよう促進する。 

2) 各企業における災害時の体制整備 

災害時において、従業員に対し緊急の指示・連絡等を的確に行なうリーダーシップが企

業主に求められる。このような状況下では、被害と混乱を最小限におさえるため、横断

的緊急対策が必要である。そのため企業内で緊急時に備えた特別体制を事前に編成する

よう呼びかける。特に、企業内で受けた被害を災害対策本部へ報告する連絡体制を前も

って確立することを強く推奨する。また、災害対策本部下にある“Rehabilitation and 

Reconstruction Sector”の緊急時電話番号を事前に各企業へ配布することを行なう。 

3) 従業員への防災教育および企業内防災訓練 

自然災害に備えるため、日ごろから防災計画についての話し合いを従業員と共に行なう

ことが重要である。このようなミーティングを通して、従業員の防災意識の向上をはか

ることが可能である。また、企業内での防災訓練を実施することで、これらの効果は更

に向上すると考えられる。パリアマン市では、このような企業内防災訓練を促進するた

め、訓練手法や訓練の意義についての情報を配布する。  

4) 施設の安全確認 

災害発生時の損害を減らすため、定期的に建物・施設の安全性をチェック確認すること

を各企業へ強く推奨する。特に道路沿いに多く見られるガソリンを取り扱う商店につい

ては、二時災害に繋がる恐れがあるため、ガソリンを入れている容器をガラス素材のも

のから、地震で倒れても大丈夫なようにプラスティック製のものへ転換するよう強く勧

める。 
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5) 企業内での備蓄促進 

各企業において、緊急時に備え、水・食料・応急用具等の備蓄を行なうよう推奨する。

各備蓄の量については、全従業員が 3企業内で最低 3 日間過ごせる量を目安とする。応

急用具については、懐中電灯、携帯ラジオ、救急箱や毛布等が適切と考えられる。この

ような企業用備蓄についての情報をパンフレットやウェブサイトを通じて配布するも

のとする。 

6) 自主防災組織との連携 

災害発生時、企業は地域の一員として防災活動に参加することが重要となる。各企業は

地域の自主防災組織と共に平常時より防災訓練に参加することを推奨する。このような

活動を通じて自主防災組織と企業が一体となって災害時に効果的に活動することが、被

害軽減に繋がると考えられる。 
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2.4 ボランティア組織 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

過去の災害経験を通じ、NGO をはじめとするボランティアによる災害救援は、非常に大

きな役割を果たすものである。このため、より円滑な救援活動実施のため、ボランティ

ア組織の強化が重要であり、主に災害前後の 2 つの対策を講じることとする。 

災害に対処するための事前の対策として、パリアマン市の国家統一・住民保護局におい

て、ボランティア組織の把握を目的とし、事前にボランティア組織・グループの登録を

行なう。ボランティア組織の把握は、災害後の適切な配給を可能にする。 

災害後は、災害対策本部内の“Social Aid”の下に“Emergency Sector”を設置する。

同部署は事前に登録した各ボランティア組織と連携をとって救援・復興を行なうための

もので、災害時に速やかな救援・復興を行なえる体制を整える。具体的には以下の 2点

について実施する。 

• ボランティア組織・グループとの連携強化 

• ボランティア活動の需給調整 

1) 緊急連携体制の整備 

緊急時にはボランティア団体と政府だけでなく、地元企業や各地域の自主防災組織と連

携した協力体制を確立する必要がある。更に軍隊との情報共有も行いボランティアの派

遣を調整する。 

2) 市外からのボランティア団体との連携体制の整備 

パリアマン市外から派遣される国際 NGO をはじめとするボランティア団体については、

州災害管理調整委員会がその需給を調整し、適切な救援体制を整備する。  
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2.5 防災知識の普及 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

災害による被害を最小限に留めるためには、防災関係機関が防災対策を講じるだけでな

く、防災機関と自主防災組織および地域住民が連携して、自然災害に備えることが重要

である。このためには、防災機関関係者及び自主防災組織、地域住民がともに正しい知

識と認識を持つ必要がある。 

例えば、土砂崩れや洪水は集中豪雨や連日の雨等、雨量の増加によって起こる可能性が

ある。市民はこのような災害の兆候となる天候の変化を災害発生の可能性として認識で

きることが重要である。また事前に最寄りの避難所と避難経路を確認しておくことで、

被害を最小限に留めることに繋がる。 

以下の活動を通じて、関係機関や市民へ正しい防災知識の普及を行なう。 

1) 防災知識の啓発・教育 

(1) 防災関係職員に対する啓発 

災害時に適切な応急対策が取れるよう、防災関係機関の職員に対して、セミナーや講義

を行い、防災知識の普及を行なう。 

A. 方法 

• セミナーや研修の開催 

• 日常の業務を通じての啓発 

• 防災知識普及のためのパンフレット配布 

• 講義の実施 

B. 内容 

• 洪水・土砂崩れ・暴風等の風水害に関する基礎知識 

• パリアマン市の地域防災計画の内容 

• パリアマン市の防災事例 

• 災害時の職員の役割 

• 災害時に感染症患者が発生した場合の対応 

(2) 市民に対する啓発 

防災意識の向上を目的として、市民に対して防災知識の普及・啓発を行なう。 
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A. 方法 

• 公共紙への防災記事の掲載 

• 防災知識普及のためのパンフレット配布 

• 防災に関する資料の展示 

• 防災知識を普及するビデオ放映 

• 講義の実施 

• ホームページへの掲載 

B. 内容 

• 洪水・土砂崩れ・暴風等の風水害に関する基礎知識 

• パリアマン市の地域防災計画の説明 

• 日ごろの備えと心構え 

• 災害時の行動 

(3) 児童・生徒への教育 

子供を災害から守ることを目的とし、児童や生徒に対して防災教育を行なう。また、子

供への教育を行なうことで、各家庭内で防災に対する認識の向上も期待する。 

A. 方法 

• 防災知識普及のためのパンフレット配布 

• 防災知識を普及するビデオ放映 

B. 内容 

• 洪水・土砂崩れ・暴風等の風水害に関する基礎知識 

• パリアマン市の地域防災計画の説明 

• 日ごろの備えと心構え 

• 災害時の行動 

2) 防災訓練 

平常時から、災害を想定した防災訓練を行なうことは、非常時の適切な行動につながる

ものと考えられる。そのため、防災関係機関と地域住民が協力して災害に備え、地域一

体となった総合的な防災訓練を実施することは非常に有意義である。このような訓練時

には被災しやすい障害者に対しても十分に配慮する。 

(1) 総合防災訓練 
大規模災害の発生を想定して、防災機関と住民の参加のもとに、情報伝達、防災本部運営、

消火、救助、避難、災害警備、応急復旧など様々な訓練を統一して実施する。総合防災訓練
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をより効果的に行なうため、訓練の目的を明確化し、行政と市民が一体となった防災訓練を

行うよう努める。 

(2) 防災機関の訓練 

A. 動員配備訓練 

勤務時間外の災害発生、あるいは発生のおそれがある場合を想定し、災害対策を行うた

めに必要な人員を早期に動員配備し、災害対策本部を確立する訓練を実施する。 

B. 災害対策本部設置・運営訓練 

効率的な応急対策を実施するための、災害対策本部設置及び運営訓練を実施する。 

C. 情報伝達訓練 

災害応急対策を実施する上で、最も基本的な災害情報、被害状況などの伝達の訓練を実

施する。 

D. 避難誘導訓練 

避難誘導を円滑に行うため、救出・救助、避難誘導の訓練を実施する。 

(3) 企業の防災訓練 

A. 通報・連絡訓練 

民間企業が被災した場合に、被害状況を災害対策本部内の“Rehabilitation and 

Reconstruction Sector”へ報告することとする。このため、各企業は通報・連絡方法

や手順を事前に確認する。また、災害対策本部へ連絡するための電話番号等は事前に各

企業へ配布する。  

B. 避難訓練 

各企業において避難訓練の実施を促進する。   

C. 救急、救助訓練 

応急手当による救急法や担架による負傷者の運搬法を各企業で訓練することを支援す

る。  

(4) 自主防災訓練 

A. 避難訓練 

緊急時の避難及び災害時要援護者の避難誘導、介護訓練の実施を促進する。 

B. 救急、救助訓練 

応急手当による救急法や担架による負傷者の運搬法を各企業で訓練することを支援す

る。 
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第3章 災害時要援護者への対応強化 

3.1 要援護者への対応 

 

実施機関 社会労働局 

 

高齢者、病弱者、乳幼児等は災害発生時に介護や支援が必要である場合が多い。このよ

うな災害時要援護者に対する対応も地域防災計画に含む必要がある。 

1) 対象者の把握 

要援護者の人数や住所、家族構成等を行政へ事前に登録することで、地域別の対象者の

人数等を事前に把握することができ、また防災計画を策定する上で、効果的な避難計画

や救援計画を策定することが可能になる。このことから、要援護者の住所や介護レベル

等を含む必要情報を実施機関に事前に登録することとする。また、年に 2回程度を目処

に情報更新を行ない、非常時に備えた適切なデータベースを構築するよう努める。さら

に非常時には、これらの情報を軍に開示し、具体的な救援対策に役立てる。 

2) 災害情報の受伝達体制の促進 

要援護者の安全確保のため、災害発生直後に災害情報の提供が出来るよう、体制を整備

する。具体的には、対象者や家族構成に合わせ、電話、携帯電話、ショートメッセージ

サービス（SMS）等を活用した情報提供方法を検討する。対象者や家族がそのような通

信機器を持たない場合は、自主防災組織のリーダーもしくは近隣家庭に情報伝達を依頼

する。また、モスクのスピーカーも有効な情報伝達ツールであると考え、具体的な体制

整備を行なう。 

3) 要援護者のいる家庭への指導 

防災パンフレットを作成し、介護対象者や家族へ配布し、防災意識の向上を行なう。同

時に、地域コミュニティへの活動参加を促し、緊急時には近隣や地域コミュニティから

支援が得られる環境づくりを行なうよう呼びかける。 

4) 自主防災組織への指導 

自主防災組織に対し、災害時には対象地域内に生活する要援護者やその他の弱者を積極

的に支援するよう指導する。特に、一人での歩行が困難な介護者がいる場合は、その自
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主防災組織内で担架やそれに替わるものを事前に準備し、災害時に円滑な避難が出来る

よう支援する。  
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3.2 外国人への対応 

 

実施機関 住民登録局 

 

経済発展やグローバリゼーション等の進行により、将来的にパリアマン市内にも外国人

居住者の増加が見込まれる。災害発生時の外国人被災者については、特に言葉の問題か

ら情報が充分に行き渡らず二次災害に巻き込まれ、被害が拡大する可能性が考えられる。 

1) 外国人居住者の登録 

パリアマン市に居住する外国人の情報を正確に把握することにより、防災に関する情報

を対象者へ適切な方法で配布することが可能になる。このため、外国人居住者および長

期滞在者の登録制度を実施機関に設け、住所や職業、語学についてデータベース作成の

検討を行う。この情報をもとに、英語もしくは適切な言語を用いた防災パンフレットを

作成し、防災に関する基本情報、地図、避難場所、施設、緊急電話番号等を配布する。 

2) 外国人を交えた防災訓練 

地域に居住する外国人の状況を把握した上で、外国人を交えた防災訓練の実施を検討す

る。また、外国人を雇用している企業についても、外国人を交えた防災訓練の実施を呼

びかける。このような活動への参加を通じ、外国人の防災に対する意識を向上させる。 

3) 外国人向け防災放送 

地域に居住する外国人の状況を把握した上で、気象警報等の緊急性・重要性の高い情報

をインドネシア語及び英語または適切な外国語での放送を行なう。 
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3.3 乳幼児・児童の安全確保 

 

実施機関 保健局 

 

乳幼児や児童は洪水や土砂崩れ、土石流などの災害に対して、適切な判断や行動が取れ

ず、災害に巻き込まれてしまうことが想定される。そこで、乳幼児・児童の災害時にお

ける安全を確保するため、以下の予防対策をとるものとする。 

1) 乳幼児・児童のいる家庭に対する指導 

災害時に乳幼児・児童を抱える家庭が適切な行動が取れるよう、災害に関する知識や被

災時における行動等について、パンフレットを作成・配布し、対象となる家庭での防災

意識の向上に努める。 

2) 地域住民に対する指導 

突発的な災害発生時は、災害時要援護者である乳幼児・児童が家族によって必ずしも誘

導されるとは限らないため、乳幼児・児童のいる家庭の近隣住民が乳幼児・児童に配慮

するよう、自主防災組織が中心となって指導を行なう。 
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第4章 災害情報通信網の整備 

災害発生時に、市民に対し適切な情報提供を迅速に行うと同時に、救援・救助活動に携

わる関係機関が被害状況を的確に把握し、相互の連絡を緊密にとりながら効果的な活動

を行うことができるように、災害情報通信ネットワークの整備・効果的な運用や防災行

政無線などの充実強化を進め、情報通信網の多重化を図る。 

4.1 災害情報通信システム概要 

 

実施機関 運輸・通信・情報局、市広報局 

 

1) 災害情報通信システムの目的 

(1) 災害時の情報伝達手段・ルートを確立し、迅速で効果的な災害対応を可能とする。 

(2) 災害時に、被災状況などの情報を一元化し、災害対応を行う関係機関が共有する。 

(3) 市民に災害情報を提供し、安心感を与える。  

(4) 州及び州内各市・県を結び広域的な災害時の情報共有化を行う。  

2) 情報伝達経路 

情報伝達経路を明確化し、確実に情報を伝達する。 

 

 

Province 
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Kecamatan 

Kota 

KODIM

KORAMIL

POLRESTA

POLSEK

BABINKAMTIBMASBABINSA

Mayor/SATLAK
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Telephone 

Radio/Telephone
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Radio
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Tabuah (Drum),  

Meghaphone, etc. 

Telephone 

SATKORLAK
Telephone 



第 1編：震災対策編 

 

-2-22- 

3) 情報伝達手段の整備・多重化  

下記に示す多様な情報伝達手段を整備し、迅速・確実な情報提供と情報共有を行う。  

(1) 電話（固定電話・携帯電話）、SMS   

(2) 防災行政無線（市災害管理調整委員会） 

村および、村の下位の行政組織（Dusun や RW/RT）にも導入を進める。  

(3) その他の無線（軍無線、警察無線、アマチュア無線） 

(4) 民間ラジオ局    

(5) モスク（ラウドスピーカー）・タブア（ドラム）・広報車  

(6) 市 HP、インターネットメール   

(7) 伝令   

4) 災害情報ネットワーク・情報蓄積システムの整備  

市民への伝達のみならず、災害対応計画の更新や、災害ハザードマップ作成・更新に活

用するため、各種情報を収集し一元化して蓄積する。 

(1) システム概要   

市内各部局をつなぐネットワーク（パソコンをつないだ LAN システム）および WEB を用

いた情報共有システムである。市内各部局をつないだネットワークは、通常時は行政情

報システムとして用い、災害時には災害情報通信ネットワークシステムとして稼動させ

る。また、災害情報データベースとしても活用する。 

(2) 災害情報の一元化と共有化   

WEB を用いた情報共有システムを通し軍隊・警察のネットワーク（通信網）と連携し、

住民から通報された情報のほか、各部局のパソコンから情報を入力することにより、災

害情報を一元化し、全市・県的に共有化ができるようにする。 

(3) 市民への情報提供 

市民は、このシステムからパソコンのインターネットにより災害情報や被災者の安否情

報を知ることができる。 

災害時に応急避難所として活用される学校等の施設へも WEB システム（パソコン）を導

入し、情報が共有できるようにする。 

 

4.2 災害情報通信システムの運用 

 



パリアマン市地域防災計画 

 

-2-23- 

実施機関 運輸・通信・情報局、市広報局 

 

1) 情報伝達経路の整備・明確化 

確実な情報受理・伝達のため、以下の活動を行う。 

(1) 情報受理伝達機関および担当者の電話番号等をリスト化し整理する。 

(2) 情報伝達手段の優先利用順位を明確にする。  

(3) 情報伝達途中での途絶が生じないよう、柔軟性のある情報伝達経路の設定を行う。  

2) 情報伝達手段の維持管理   

災害時に支障なく情報伝達ができるよう、定期的な機器のメンテナンス、定期的な情報

伝達確認テスト、情報伝達訓練を行う。      

 

4.3 職員の操作技術の向上 

 

実施機関 運輸・通信・情報局、市広報局 

 

災害情報通信システムが災害時に効果的に機能するためには、情報通信機器の操作に習

熟した職員をできる限り増やすことが必要である。そこで、平常時から災害時に情報伝

達手段として使用する機器に関する操作研修、防災訓練での実践を通じて、操作技能の

向上を図ることとする。 
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第5章 救助・救急・消火活動計画 

5.1 消防力の強化 

 

実施機関 消防団 

 

災害時には消防は救助、救援、救急の実施という最も重要な役割を担うことから、防災

力の強化は被害や被災者の軽減に繋がると考えられる。そのため、災害時に適切に対応

できるよう消防体制を強化し、防火・防災知識の普及・啓発を平常時より実施する。 

1) 消防施設の増強 

(1) 消防施設の改善  

消防施設の改善は非常に重要である。特に現在パリアマン市には消防車が全部で 2台し

かない。このため、災害に備え、実施機関は新しい消防車の購入もしくは既存の消防車

の改良を行なうことを計画している。 

今後の経済発展によっては、商業地区を含む中心市街地の状況は高密度化し、都市構造

は複雑に変化する可能性が高い。このような状況下で災害が起きた場合には、梯子車や

救助工作車等も必要になってくるため、市内の将来的な生活環境の変化・多様化に合わ

せた消防施設の改善を適宜行なっていく必要がある。 

(2) 情報伝達体制の整備 

非常時に消防団は災害対策本部と地域の消防組織（LWLP）と連携を取り、救助を初めと

した緊急対応活動を行なうことが効果的な作業に繋がる。このため、この 3 つの組織内

で正確な情報を共有するため、情報伝達体制の整備を事前に行なう。さらに非常時に電

話不通となることを考慮にいれ、3 つの組織内に無線設備の導入を検討する。 

(3) 消防隊員に対する指導 

災害時に適切な活動が出来るよう、消防隊員用の緊急対応マニュアルを作成し、救助・

救援を円滑に行なえるよう指導する。  

2) 消防体制の整備 

(1) 消防活動の体制整備 

災害時に救助活動を行なう場合、他の多くの関連組織・グループと連携をとって実施す

る必要がある。非常時の混乱を避け、確実に連絡体制を整えるために、各関連組織への

連絡手段および担当者を事前に確認する。 
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震災後については、消防団は災害対策本部の Evacuation and Security と連絡をとり、

迅速な情報収集および適切な緊急対応体制を構築する。また、消防隊員は被災地域の

LWLP とも適宜情報交換を行ない、協力して活動を行なう。  

同時に消防団は災害対策本部下の Sector of Health と連携をとり、病院や PMI から情

報を収集し、被災者の救助を行なう。このためにも、消防団は病院や PMI に非常時の連

絡方法や担当者等を事前に確認しておくよう呼びかける。 

(2) LWLP との体制整備 

パリアマン市には現在、消防団が 2 つしかない。そのため、大規模な災害が発生した場

合、消防団と LWLP が協力して緊急対応に努めることが重要である。そのため、協力体

制を強化するため、日ごろから情報を共有し、共同して防災訓練等を行なうよう努める。 

3) 消防隊員の増強と救急救命士の必要性 

(1) 消防隊員の増強 

大規模災害の発生や、連鎖的に起こる二次災害の発生を考慮すると、既存の消防隊員の

数では十分とは言えない。そのため、消防隊員の募集・増強を検討する。 

(2) 救急救命技術の必要性 

緊急時に救命医療処置ができる救急救命士の不在は、被災者を深刻な事態に招く恐れが

ある。パリアマン市には救急救命士がいないため、既存の消防隊員に基本的な応急処置

が出来るよう教育することで災害時の被害軽減に貢献するものとする。具体的には実施

機関を通じて中央政府に働きかけ、消防隊員に訓練できる技術者の派遣を要請する。 

消防隊員が上記のような技術を取得後、LWLP や自主防災組織および市民に対し、救急

隊員が到着するまでの間に、救急現場に居合わせた市民（バイスタンダー）が心肺蘇生

法などの応急手当を実施する方法等を教え、防災力の向上を図る。 
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5.2 市民・自主防災組織への教育の実施 

 

実施機関 市災害管理調整委員会 

 

1) 市民への教育の実施 

平常時から防災に対する意識を持つことが、災害時の被害軽減に効果的であると考えら

れる。このことから、市民の防災訓練や講習会等への参加を通じ、市民の力によって防

災から地域を守るというような自主防災意識を高めるよう努める。具体的には、以下の

ような方法を取り入れ、市民への指導を行なう予定である。 

• 応急処置のトレーニング 

• 防災に関する講習会 

• 防災訓練 

• 防災パンフレットの配布 

• ウェブ上に防災に関するポータルサイトの開設 

市民への適切な防災教育を実施するため、LWLP や自主防災組織が中心となって行なう

ことが望ましいと考える。 

 

図  5.2.1 教育実施システム 
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2) 一般家庭への防災教育の実施 

災害に際しては初期段階における対応が極めて重要であり、その意味においても一般家

庭における初期段階での災害対応に関する知識の普及が必要と考えられる。このため以

下の活動を実施する。 

(1) 防災広報 

A. 市全域に対する広報 

暴風雨および豪雨に対する注意等、住民すべてに周知すべき防災知識については、市全

域に広報し、災害対策の円滑な推進を図る。 

B. 地域別広報 

土砂崩れや洪水等が頻発する可能性の高い地域については、郡別に防災広報を実施する。 

(2) 広報手段 

A.防災週間における広報 

防災意識を高めるため、防災訓練や講習会等の防災活動を毎年積極的に行なう期間とし

て「防災週間」を設けることを検討する。この期間には、行政機関だけでなく、市民や

自主防災組織、民間企業に対しても防災への呼びかけを行なうものとする。 

B. ポスター、パンフレット等による啓発 

ポスター、パンフレット、防火ステッカー、防災に関する広報誌の作成、ビデオテープ、

スライドなどの映写等、市民に随時視聴覚を通じて防災意識の啓発に努める。   

C. 会合時における防災意識の啓発 

防災訓練や防災講習会等の終了時に会合を開き、災害に関する話し合いの場を設け防災

意識の啓発に努める。 
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第6章 警備・救助対策 

6.1 警察の警備・救助事前対策 

 

実施機関 警察 

 

1) 資機材の充実 

警察の応急対策に必要な無線等の資機材を導入または整備を行ない、充実化を図る。 

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

体制の整備も同時に行なう。 

2) 防災訓練への参加 

警察は、パリアマン市が行う防災訓練等に積極的に参加する。 

3) 応援派遣部隊の受入体制の確立 

警察は、外部からの防災活動支援部隊の受け入れに備え、防災活動促進のための支援責

任委員会を設立する。 
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6.2 海上における警備・救助事前対策 

 

実施機関 海洋水産局 

 

1) 資機材の充実 

実施機関は海難救助、避難者や救援用物資人員の緊急輸送等、緊急時の応急対策に必要

な装備資機材、特に無線、救命ボート、ライフジャケット等の充実を図る。同機関は災

害の規模によって、市もしくは国の捜索救助隊に支援を依頼する体制も同時に整える。 

2) 防災訓練への参加 

実施機関はパリアマン市が行う防災訓練などに積極的に参加し、連携などの強化による

警備・救助体制の強化を図る。 

3) 情報の収受伝達 

実施機関は災害時の天候や気象に関する情報を収集し、市レベルの捜索救助隊に伝達す

る。捜索救助隊は関係機関と連携をはかり、適切な緊急対応・救助・救援を迅速に行な

う。 

 
Source: JICA Study Team 

図  6.2.1 海上における警備・救助事前対策 
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第7章 緊急輸送施設の整備 

7.1 緊急輸送施設の整備 

 

実施機関 運輸局 

 

災害時に応急活動や救援、物資および資機材の輸送を円滑に行なうために、総合的な交

通システムの整備が重要である。パリアマン市は道路および鉄道の陸路に依存した交通

形態になっていることから、緊急時に問題なく機能するため、事前に交通ネットワーク

の整備を行なうこととする。 

1) 緊急輸送路の指定 

緊急輸送路は主に第一次路線と第二次路線に分けて指定する。第一次緊急輸送路を負傷

者の輸送や物資・機材の搬出・搬入など市内外を繋ぐ道路をパリアマン市が指定する。

一方、第二次路線はパリアマン市内の道路ネットワークを郡レベルで指定するものとす

る。 

(1) 第一次緊急輸送路 

第一次緊急輸送路は災害対策本部や空港、港湾等の重要な施設を結ぶルートを指定し、

物資・機材の運搬が円滑に出来るよう構成する。図 7.1.1 は第一次路線を想定して表し

たものであり、パダンとパダン・パンジャンの方向に伸びている。パダンは西スマトラ

地域の玄関口であり、パリアマン市にとっても重要な港湾・空港都市であると同時に、

緊急時の関連機関が多く、州災害管理調整委員会や国家捜索救助隊のオフィスも位置し

ている。一方パダン・パンジャンにも港湾があり、パリアマン市に近いため、緊急時に

は東側の地域への玄関口として重要な役割が期待できる。   

このような地理的条件も考慮にいれ、第一次緊急輸送をパリアマン市で指定する予定で

ある。 
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出典: JICA 調査団 

図  7.1.1  第一次緊急輸送路案 

(2) 第二次緊急輸送路 

第二次緊急輸送路は第一次緊急輸送路から郡の中心地や避難地を結ぶ支線としての役

割を担うものであり、非常時には負傷者や救援物資の運搬が円滑に行なえるルートを郡

の行政機関が指定するものである。概念的な考えは図 7.1.2 のとおりである。 

 

 
出典: JICA 調査団 

図  7.1.2  緊急輸送路の概念図 
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2) 緊急輸送路の整備 

(1) 市内緊急輸送路の整備 

第一次および第二次緊急輸送路の指定後、非常時に備えこれらの道路の安全性を点検す

る。緊急輸送路は非常時に、避難経路や物資輸送のために使用されることから、平常時

より道路の整備を行なうことが重要である。必要であれば、道路の舗装や拡幅も行なう。

特に、第一次緊急路は日ごろより路上駐車等を禁止し、障害物の無いように適切な管理

を行なう。 

また、パリアマン市は地理的条件や農産業中心の産業形態から、4つの主要な河川や灌

漑用水路が縦横に走っている。そのため、緊急輸送路もこれらの河川や用水路にかかる

橋梁を含むことから、道路整備と同時に対象となる橋梁の補強も事前に行い、緊急時に

備えることとする。 

(2) 市外幹線道路の整備 

パリアマン市は空港および港湾が無いことから、全ての輸送は陸路に依存した交通シス

テムになっている。そのため、非常時にはパリアマン市とパダンを繋ぐ幹線道路はパリ

アマン市にとって生命線と言うことができる。そのため日ごろから、対象となる道路を

整備しておくことが重要である。また、道路だけではなく、道路に付帯する施設につい

ても同じように整備を行なう必要がある。 

(3) 鉄道の整備 

現在、パリアマン市を走る鉄道はパダンを結ぶものである。災害時に安全性が確保され

れば、鉄道は緊急輸送に大きく役立つものと考えられる。このことから、日ごろからの

整備・点検を鉄道公社に要請していく。  

3) 空路による緊急輸送 

パリアマン市には空港が無いことから、ヘリコプターが唯一の空路となる。災害時に道

路が分断された場合にはヘリコプターの役割は非常に大きい。このため、各郡において、

災害時にヘリコプターが離発着できるヘリポートに代替する場所を予め指定しておく

よう図る。下記の施設が、臨時へリポートとして活用できるものと考えられる。 

• 街や村などにある広場 

• スポーツ競技場 

• 軍施設 

• 農地 
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第8章 避難及び応急住宅事前対策 

大規模な震災が起きた場合に備え、市民の安全と避難生活の確保のため、避難場の充実

化を図ることが重要である。この章では避難所の整備について述べるものとする。 

8.1 一時避難所 

 

実施機関 公共事業局 

 

1) 一時避難所の役割 

震災時に住民を災害から保護するため、一時避難所の設置が必要である。また、同避難

所は災害発生後も被災者を収容するために機能することから、各郡において予め指定し

ておくこととする。 

2) 一時避難所の基準 

一時避難所を指定するため、以下のことを考慮にいれる。 

• ハザードマップにより安全とされている場所であること 

• 津波を避けられるよう海岸地帯から離れていること 

• アクセスが容易であること 

• ある程度の敷地があり、平らであること 

• 近くに危険な施設が無いこと（薬品を扱う工場等） 

3) 一時避難所の指定 

(1) 一時避難所の指定 

一時避難所は郡ごとに指定し、将来的に郡内の人口や人口密度、建物の数の変化に合わ

せ、適宜避難場所を見直すものとする。 

(2) 標識の設置 

災害時に地域住民を適切に誘導するよう、選定された一時避難所には標識等の設置を行

なう。標識を設置することで、平常時の地域住民への防災に対する意識向上・周知を図

ることができる。 
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8.2 応急避難所 

 

実施機関 公共事業局 

 

1) 応急避難所の選定 

震災によって住家を失った被災者を救護するための施設が必要である。このため、一定

数以上の被災者を収容することのでき、災害にも耐えうる構造であり、ハザードマップ

上で安全と判断できる既存の建物を郡ごとに事前に応急避難所として指定する必要性

がある。 

(1) 応急避難所 

学校やモスク等の建物を応急避難所として郡ごとに事前に選定する。応急避難所は、災

害時に避難者を収容できるよう、少なくとも負傷者、高齢者、乳幼児を収容できるよう

な施設を選定する。また、選定された建物は事前に安全性や耐久性を精査し、必要であ

れば修繕する。 

海岸沿いの数個の郡はすでに別の郡内に避難地を設定しており、郡間で良好な関係を築

いていく必要がある。 

(2) 標識の設置 

災害時に地域住民を適切に誘導するよう、選定された応急避難所には標識の設置を行な

う。標識を設置することで、平常時の地域住民への防災に対する意識向上・周知を図る

ことができる。 

2) 応急避難所の設備 

(1) 情報提供に必要な資機材等の備蓄 

避難所で必要となる情報提供用の資機材は、災害発生から間もない混乱期（発生 72 時

間以内）と終息期（発生 72 時間以降）においては異なるため、初動期、復旧過程期に

おいて、十分に機能が果たせるよう以下の資機材等を充実させる。 

A. 初動期における情報提供への備え 

• 無線 

• 携帯電話 

• ラジオ 

• 掲示板 
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• 発電機およびバッテリー 

• オートバイおよび自転車 

B. 復旧過程期 

• 無線 

• 携帯電話 

(2) 飲料水・食料供給 

水、食料などの生活必需物資は、生命維持に欠かすことができないため、災害時に質・

量ともに避難者に行き渡るよう、事前に設備等を点検・整備しておく必要がある。  

A. 給水 

避難所開設後、必要となる飲料水等を確保するため、以下の施設・設備について点検・

整備しておく。 

• 学校やモスクの給水設備 

• 井戸  

• 給水時用物資（ポリタンク等） 

• 運搬機材（リヤカー等） 

B. 食料 

備蓄してある食料等を調理するための以下の加熱調理用機材器具を整備しておく。 

• 加熱機（ガスコンロ等） 

• 大型炊飯器、大型鍋等 

• プロパンガス 

• 給食用の食器等  

3) 避難所運営委員会の事前設置 

災害発災時に避難者が秩序の取れた生活を避難所で行なえるよう、事前に避難所運営委

員会の設置を行なう。同委員会の主な目的は、避難所としての建物整備および避難所施

設の準備を行なうものである。 

(1) 運営委員会の組織構成 

避難所の運営委員会は、以下のメンバーを構成員として含むよう呼びかける。 

• 自主防災組織のリーダー、民間企業の企業主 

• 郡職員 

• 避難所の持ち主 

• その他（民間企業の従業員、ボランティア等） 
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(2) 運営委員会の役割 

運営委員会の役割としては、発災時に、避難所を円滑に運営することがあげられる。そ

こで、災害の発生に備えて、以下の対策が講じられるように日頃から備えを進める。 

• 避難所に集まることが想定される人の事前把握（想定される者の名簿の作成等） 

• 災害時に備えて避難所運営マニュアル作成、高齢者、障害者などの把握と援護対策

などの検討・決定 

• マニュアルに従った訓練の計画的実施 

• 防災に関する意識啓発活動の実施 

• 防災活動に関する地域住民との協議 

• 地域住民や民間企業との防災訓練の実施 

• 避難者が自宅に落ち着いた時の避難所の閉鎖に関する事前協議 
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8.3 避難計画の策定 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

1) コミュニティ単位での避難計画 

地域住民が避難地や避難所の場所を理解し、災害時に円滑な避難が出来るような避難計

画の策定を各自主防災組織に呼びかける。避難地および避難所にたどり着くための避難

路をあらかじめ指定し、避難計画に盛り込むように支援する。また、橋りょう部や傾斜

部が避難路に含まれる場合には、それらの事前整備も同計画に盛り込むものとする。 

2) 避難勧告等のマニュアル 

避難勧告の遅れは被害の拡大に繋がることから、適切なタイミングでの避難勧告実施が

必要であると考える。想定する災害の規模と種類に合致した適切な避難勧告のタイミン

グとその方法をマニュアルとして策定することを各郡に呼びかける。 

8.4 応急住宅対策 

 

実施機関 市災害管理調整委員会、公共事業局 

 

応急仮設住宅は自然災害により住居を無くした人に提供されるもので、事前に以下の事

柄を準備する必要がある。 

建設資材の確保や十分な建設スペースを民間企業と協力して、パリアマン市が事前に確

認する。特に仮設住宅建設場所については候補地リストを作り、適宜更新し、非常時に

備える。また建設可能な仮設住宅数を候補予定地の面積から算出し、事前に把握してお

く。混乱を避けるため、応急仮設住宅の入居基準、運営等についても事前に検討する。 
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第9章 防災施設の整備 

災害発生時に、被害拡大防止や市民の救助活動、応急復旧などを行うために使用する資

機材や、避難者を救援するための非常用食料、飲料水の備蓄が不可欠である。 

9.1 防災資機材の備蓄 

 

実施機関 公共事業局 

 

災害発生後の救助活動、被災者の救援救護活動に提供できるよう、必要な物資を備蓄す

る。 

1) 備蓄資機材 

災害時に必要と想定される以下の資機材を備蓄する。 

• 発電機 

• 投光器 

• スコップ 

• ノコギリ 

• ロープ 

2) 備蓄場所 

上記の備蓄は避難所や避難場所等の避難施設に適宜保管するものとする。また、そのリ

ストも併せて作成する。 
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9.2 非常用食料、生活必需物資等の備蓄 

 

実施機関 社会労働局、公共福祉局 

 

大規模災害時には、多くの住居を失った被災者が発生すると想定され、これらの被災者

に対しては、食料の配布、生活必需品などの支給が必要となる。このような事態を想定

して、実施機関は、市民のニーズや地域性を考慮し、計画的に応急資機材、非常用食糧

の備蓄を進める。 

1) 非常用食料の備蓄 

米や缶詰等を非常用食料として備蓄するほか、粉ミルクや常備薬等の備蓄も併せて検討

し、乳幼児や病人、高齢者にも配慮する。この他の非常用食料については、実施機関が

関連企業との協力協定によって調達するものとする。 

2) 生活必需物資の備蓄 

生活必需物資の数量・品目については、毛布・紙オムツ・生理用品等の備蓄を想定して

いる。これ以外の必要生活物資については、実施機関が関連企業との協力協定によって

調達するものとする。 

3) 備蓄場所 

備蓄場所については、市災害管理調整委員会だけでなく、各郡のオフィス、捜索救助隊、

赤十字、関連省庁の倉庫に収納する。また、学校やモスク等の避難場所に指定された建

物内も備蓄場所とし、災害時の交通分断に備えて、できるだけ分散して備蓄することと

する。  

 



第 1編：震災対策編 

 

-2-40- 

9.3 飲料水等の備蓄 

 

実施機関 水道公社 

 

応急活動が軌道に乗るまで災害後 3 日程度を要すると想定し、更に 1 人あたり 1 日 3リ

ットルの飲料水が必要量であるとすると、少なくとも 4 日分の飲料（1 人あたり 12 リ

ットルの水）を用意しておく必要がある。 

 

1) 応急給水用資機材の整備 

パリアマン市には現在１台の給水車があり、これらは災害時において被災地に水を届け

る重要な役目を担っている。そのため、平常時より定期的に修繕を行ない、災害時に円

滑な出動が出来るよう日ごろから整備を行なう。一方で、給水車から水を受け取るため

のポリタンク等も事前に準備しておく。 

同時に応急給水用の貯水タンクを避難地に設置するよう検討する。特に井戸や川等の水

源から遠く、上水道しかない地域に優先的に整備し、非常時の断水に備えるよう計画す

る。 

2) 水源の確認 

非常時では、上水道に替わって井戸や河川が重要な水源となることから、事前に水源場

所を確認することを呼びかける。 

3) 家庭での水の確保 

平常時から、各家庭において非常用飲料水の確保を心がけるよう呼びかける。 
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第10章 医療・救護・防疫対策 

災害時に備え、平素から医薬品の備蓄を行なう必要がある。特に感染症の発生・感染防

止を考え、遺体の検査・搬送・埋葬等の処理を迅速に行うため、予め対策を練っておく

必要がある。 

10.1 医療活動拠点の整備 

 

実施機関 保健局 

 

1) 設備等の確保 

災害発生時には、各郡にあるクリニック（PUSKESMAS）や防災センター等の医療拠点に

重症被災者や妊婦を収容することとし、軽症被災者は学校やモスク等の一時避難場所で

手当を受けることとする。 

このため、防災センターやクリニックにおいて、電気や通信施設（電話、無線等）の整

備を事前にしておく必要がある。これと同時に医療活動に必要となる水や医薬品も十分

備蓄しておくことを呼びかける。 

2) 医療関係者との連携 

災害時には医師や看護士などの医療関係者は救護所設置場所に待機することが重要で

あるため、医療関係者の配置等を事前に病院や赤十字と連携し、適切な人員配置が出来

るよう事前に取り決めておく。 
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10.2 医薬品・医療資機材の備蓄 

 

実施機関 保健局 

 

災害時における救急医療活動、衛生活動を行うために必要な物資は、発災直後の物資確

保の困難性及び道路障害による輸送の困難性を考慮して一定数量を各クリニックや防

災センターのみならず、学校やモスク等の避難所等にも備蓄しておくものとする。 

1) 備蓄資機材 

注射薬、外用薬、消毒薬、衛生材料など、救急医療活動、衛生活動に必要な資機材を備

蓄整備する。 

2) 備蓄場所 

• 薬局の貯蔵所 

• クリニック 

• 防災センター 

• 避難所（学校、モスク等） 

3) 医薬品・医療資機材の調達先の確保 

医薬品・医療資機材は、備蓄するもの及び病院やクリニック等における現有物を優先し

て使用するが、大規模災害により不足する事態に備え、州災害管理調整委員会と赤十字

が協力し、市内外での調達先を事前に確保する。 

 



パリアマン市地域防災計画 

 

-2-43- 

10.3 防疫対策 

 

実施機関 保健局 

 

1) 防疫活動の備え 

震災の後に起こる津波を契機とする感染症には様々な発生源があり、その発生源に対し

て普段から正しい知識を持つことが重要であるため、市民にも情報の普及を促す。具体

的には、発生源や予防策等をパンフレットやウェブサイトを通じて市民に正しい知識を

認識させる。また、災害時にそなえ、平常時より飲料水検査やねずみの駆除を定期的に

行ない、感染症の蔓延原因を少しでも減らす活動を呼びかける。 

2) 防疫用資機材の備蓄 

感染症の発生防止、井戸及び井戸水の消毒、浸水家屋及び便所などの消毒など防疫業務

に必要な資機材を各クリニックや防災センターにて備蓄するよう推進する。 

 

10.4 遺体処理事前対策 

 

実施機関 保健局、インドネシア赤十字 

 

1) 遺体安置所の確保 

人的被害が想定される災害の発生に備え、予め遺体安置所の指定を行なう。遺体安置所

は医師が遺体の検死・検案等の作業を十分にできるよう、ある程度の広さを確保する。

非常時の混乱を避けるため、各郡において幾つかの施設・建物を候補として指定してお

くよう働きかける。 

2) 応援体制 

災害が大規模で、遺体が多数にのぼり、関係機関だけでは遺体の見分等の対応が困難な

場合に備えて、保健局およびインドネシア赤十字は、その他の NGO や関係機関等に応援

を要請する。非常時にも適切な応援体制が機能するよう、事前に協議し体制の整備を行

なう。 
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第11章 学校防災対策 

11.1 避難・誘導・保護計画の策定 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

災害から児童・生徒の安全確保のため、以下の対策をとることとする。 

• 安全確保体制の整備 

• 情報連絡体制を含む安全指導計画の策定 

• 学校防災計画の策定 

上記の対策に加え、教職員、学校関係者、保護者への防災に対する認識向上を図るもの

とする。 

1) 学校防災計画の実施体制整備 

校長、教頭、事務長等を構成メンバーとする防災委員会を各学校内に設置し、学校防災

計画作成を呼びかける。 

2) 学校防災計画の内容 

(1) 学校災害対策本部組織の編成 

校長は、児童・生徒などの安全確保を図るため、災害時における学校災害対策本部の組

織を定め、校長を本部長とし、教職員の役割分担を決めるよう呼びかける。 

(2) 学校災害対策本部組織のバックアップ体制 

校長は突発的に災害が発生した場合に備えて、全教職員が従事する活動をあらかじめ指

定することする。なお、校長や教頭等、指揮を執る人物が不在の場合に備え、代理者を

予め指名しておくよう促す。 

(3) 教職員の参集体制の整備 

校長は、発生する災害の程度に応じた教職員の参集体制、連絡体制を整備し、教職員に

周知させる。作成に当たっては、緊急時教職員名簿を作成し、出勤可能な教職員の人員

や参集方法などを把握する。 

(4) 情報連絡体制の整備 

災害発生時に学校は保護者、教育委員会、各郡の防災センターおよびクリニックと連絡

体制を構築し、情報を共有することが重要である。入手した情報をもとに、校長は学校
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内の教職員および関係者に情報伝達を行なう。なお、生徒が在校時に災害が発生した場

合は、避難もしくは待機の指示を教職員が全生徒に口頭で伝え、適切な緊急対応を行な

うよう、事前に周知徹底させる。 

(5) 通学路等の安全確認 

登下校時に発災した場合に備え、通学路の安全確保を事前に確認するよう呼びかける。  

(6) 児童・生徒などの帰宅方法 

災害時における児童・生徒などの帰宅方法についてあらかじめ定め、決定後に保護者に

対して、連絡体制及び連絡方法を周知徹底する。 

(7) 帰宅が困難な児童・生徒の保護体制 

災害時に帰宅が困難な地域に住む児童・生徒を学校は保護する必要がある。そのため、

保護者に連絡するための情報伝達機材や、食料、毛布等を備蓄し、生徒の安全を確保で

きるよう体制を整える。  

(8) 学校施設・設備の安全対策 

学校施設・設備等の点検については、学校施設・設備などの点検リストを作成し、定期

的に実施、保安状況を把握する。特に、備蓄等の緊急物資については、定期的に補充し、

備蓄場所を周知させる。   

(9) 搬出体制 

学校以外の場所に避難する場合に備え、非常持出品、搬出者、搬出方法、搬出先につい

て計画する。持ち出す際、その優先順位を決め、非常持ち出し品については、ラベルを

貼付するなどの表示を行なう。 

(10) 衛生管理 

適切な衛生管理を行なうため、校長は応急処置ができるよう、救急班等を編成し、管理

体制を確立する。また、常備されている外傷薬などの救急薬品の点検を定期的に行う。   

(11) 心的症状の対応 

校長は、被災後、児童・生徒等の心的症状に対応するため、日頃から学校医や教職員と

連携し、校内相談体制の整備を図ることとする。 
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11.2 学校施設の事前対策 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

学校施設は災害時には応急避難所としても利用されることから、防災資機材の備蓄、施

設の安全確保を図るとともに、被災者のための食料・医療品などの備蓄物資を充実させ

る必要がある。また、災害時においても、一日も早く授業等が再開されるように、教育

施設・教員・学用品などの確保に努めることも重要である。 

1) 学校施設の防災拠点化 

(1) 避難場所 

学校は容量、校数、場所等の点から、避難場所として非常に適していると言える。この

ため、学校を事前に避難場所として指定するよう呼びかける。 

(2) 学校施設の整備 

災害時において、施設が避難所として円滑に機能するように以下の対策を講じる。 

• 災害に備え危険と思われる学校施設の補強を行う 

• 電気器具、灯油、ガソリン及びプロパンガスの保管等について定期的に点検する 

(3) 避難所設備の拡充 

避難所として救援・救護活動が迅速にできる体制整備の一環として、災害直後一定期間

が過ごせるよう食料・飲料水・生活必需品・医薬品を含む備蓄の拡充を図る。 

(4) 施設の管理体制の整備 

学校が応急避難所に指定されている場合、避難所の運営に関わる事項に関しマニュアル

を作成し、施設の管理体制について事前に郡政府、クリニック、防災センター、コミュ

ニティグループ、教育委員会等の関係機関と協議を行なうよう、校長に呼びかける。 

2) 教育再開の場としての施設整備 

(1) 学用品などの充実 

災害時において、一日も早く教育が再開されるように、教材用品などの充実に努めるよ

う呼びかける。 

(2) 教職員の確保 

被災や、交通網の遮断等により、学校に教職員が参集できない場合に備えて、各校長に

臨時教職員の確保を事前に行なうよう強く勧める。 
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11.3 防災教育の充実 

 

実施機関 地方経済開発局、青少年・スポーツ・教育局 

 

災害時において教職員や学校関係者等の指導者が適切な指示ができるよう、防災教育指

導資料の作成や教職員に対する研修会の開催によって、日常から防災教育の充実を図る。

学校防災計画に関する情報については、実施機関がパンフレットの配布やウェブサイト

等を通じて提供する。 

生徒等への防災教育として、児童・生徒などの発達段階別に学校教育全体を通して実施

し、地震や津波に関する正しい知識、対処法の指導等を行う。また、児童・生徒への防

災教育は各家庭の防災認識の向上につながると期待できる。 
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第12章 危険物の取扱施設の対策 

地震時において危険物、高圧ガス、LPG、LNG 及びその貯蔵・取扱施設で火災が発生し

た場合、消火活動が困難なことや、他の施設による火災と相まって、大規模災害に結び

つく可能性がある。 

劇物・毒物に関しても、地震時に飛散した場合の影響は多大なものとなり、しかも長期

的に悪影響が残ることが考えられる。 

危険物等の取扱施設で、地震による二次災害が発生しないための必要な対策について定

めるものとする。 

12.1 危険物の災害予防対策 

 

実施機関 警察長 

 

1) 取扱施設に対する指導 

• 貯蔵・取扱施設の設置又は変更の審査・検査に際しては、地震発生時の管理・連絡

体制の整備等地震対策を考慮した指導を行い、二次災害の防止と安全確保を図る。 

• 万一災害が発生した場合に備えて、必要な措置、薬剤等を記したマニュアルの作成

について指導を行う、 

2) 仮貯蔵・仮取扱施設に対する指導 

• 仮貯蔵・仮取扱承認申請審査時の指導のほか、立入検査時に地震対策を考慮した危

険物の適正管理について指導を行う。 

3) 少量な危険物を扱う施設 

• パリアマン市には、幹線道路沿いの店舗前において、バイク用のガソリンを販売し

ている店舗が多く、これらはガラスのボトルで販売されている。大地震の発生によ

り、ボトルが壊れた場合、爆発等が発生することが考えられる。少量の危険物によ

る２次災害を防ぐため、適切な保管管理が必要である。 
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12.2 LPG 等の災害予防対策 

 

実施機関 警察長、国家統一・住民保護局 

 

1) 実態調査 

• 高圧ガス、液化石油ガス施設等の許認可等の通知があった場合には、現地調査を行

うとともに、関係者から現況についての資料提供を求め、実態把握に努める。 

2) 事前指導 

• 高圧ガス等のうち、可燃性ガス等の大規模貯蔵タンクの設置に際しては関係法令の

基準によるほか、地震防災対策を考慮した構造及び設備とするよう指導する。 

3) 自主保安指導 

• 地震災害を含めた災害発生時の自主保安管理体制の強化を指導するとともに、防災

計画の作成、実践的な防災訓練の実施を指導する。  

• 万一災害が発生した場合に備えて、必要な措置、薬剤等を記したマニュアルの作成

について指導を行う。 
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12.3 毒物・劇物の災害予防対策 

 

実施機関 警察長 

 

1) 実態調査 

• 毒物・劇物貯蔵取扱施設の届出があった場合には、施設の実態について把握すると

ともに、出火防止等の指導を行う。 

2) 自主保安指導  

• 地震災害を含めた災害発生時の自主保安管理体制の強化を指導するとともに、劇

物・毒物の流出、漏洩が発生した場合のパリアマン市消防局への早期通報体制、周

辺住民の避難誘導体制の確立を指導する。 

• 万一災害発生した場合に備えて、必要な措置、薬剤等を記したマニュアルの作成に

ついて指導を行う。 
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第13章 津波災害に対する備え 

パリアマン市は西スマトラ州の西側の海岸に位置し、海岸線の長さは約 12.7km であり、

海岸には高さ 2～4m の砂州が形成されている。パリアマン市合計 71 村のうち、14 村が

海岸地帯に位置している。 

この海岸地域は漁業を主産業としたコミュニティがあり、幾つかの地域では船着場とな

っている。さらに、幾つかの海岸では観光目的に利用されており、コーヒーショップ、

伝統的な食事を提供するレストランが立地している。 

パリアマン市の沖には 6 つの小さい無人島があり、漁業や悪天候時の漁船の係留に活用

されている。 

津波は地震による海底の地形変化によって起こり、高波を生み、全方向に影響を及ぼす。

全ての地震が津波を引き起こすわけではないが、一旦津波が生じると、2004 年 12 月 26

日に Nangroe Ache Darussalam と北スマトラ地域に起こった津波や 1994 年に東ジャワ

州で起きた津波のように、海岸線に建つ建物の全てを破壊するような甚大な被害が生じ

る場合がある。 

津波による被害を防ぐため、市と関係機関は以下の対策を可能な限り実施すべきである。 

 

13.1 パリアマン市における津波危険度の評価 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

過去においてパリアマン市では一度も津波が起きていない。しかし、市の南 56km に位

置するパダン市では 1797 年および 1883 年に津波が発生し、被害が生じている。 
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13.2 津波情報伝達組織の評価 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

1) 津波情報伝達システムの整備 

迅速にかつ確実に津波警報を市民に伝えるために、無線システムを使った警報ネットワ

ークのような津波警報システムを沿岸に整備する。 

2) 津波情報伝達システムの確立 

各防災関連機関は、津波情報を伝達するための手段と経路を確定する。特に夜間や休日

の情報伝達経路を明確にし、周知する。 

3) 津波警報手段の周知 

津波警報の的確な伝達を確保し、適切な行動を促すため、警報の手段と内容を関係者や

市民に公表する。 
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13.3 津波ハザードマップの準備 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

効果的な津波対策を行うため、過去の津波被害の調査を行い、津波ハザードマップを作

成した。作成した津波ハザードマップに基づき、インターネット、広告紙、パンフレッ

ト等を通じて、津波が襲来した場合の予想危険地域や津波に関する知識の住民への周知

を図る。 

また、津波ハザードマップおよび津波リスクマップに基づき、以下の事項の検討を行う。 

1) 避難困難地域の選定 

津波浸水時間までに避難が困難な津波浸水地域の選定を行う。 

2) 避難困難者の把握 

観光客等も含む、その地域における避難困難者を把握する。 

3) 津波ハザードマップの作成と公表 

上記 1）、2）の把握した結果を、すでに作成されている津波ハザードマップに情報を加

筆し、住民等に公表する。 
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13.4 津波避難計画の策定 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

2004 年のアチェ津波後、国家統一・住民保護局はコミュニティに対して津波防災に関

する教育を実施している。数村では、すでに災害啓発委員会が設立されており、防災手

順に従い、各郡では避難計画が作成されている。 

津波警報が発表された際に、津波発生前に住民が速やかに避難できるよう、津波ハザー

ドマップに基づいた避難場所の選定、津波情報の伝達・共有手順を速やかに計画してお

くことが必要である。 

また、迅速な避難のためには防災機関の指示を待たず、自主的に避難行動を起こすこと

が重要である。従って、このため津波氾濫被害が発生する可能性のある地域の住民には、

迅速な高台への避難を住民に周知徹底する。また、津波被害が想定される海岸線と避難

地、避難経路には標識等の整備を図る。 

海岸線に所在する企業等には、自主的に避難誘導が組織的に行えるような避難計画の作

成を指導する。 

 

 

13.5 津波避難施設の確保および指定 

 

実施機関 警察 

 

津波浸水予想図に基づく津波浸水予想地域内に立地する公共施設及び会社、事業所等の

協力を得て、津波避難ビル等を指定し、区域住民の安全確保に努める。 

津波避難ビル等の指定及び確保にあたっては、津波発生時の耐波条件、避難困難地域、

避難困難者数のほか、選定したビルのカバーエリアや耐震性に考慮する。 
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13.6 津波に関する知識の普及 

 

実施機関 運輸・通信・情報局、市広報局 

 

沿岸では以下を原則として、津波に関する知識の普及を図る。 

• 地震の次は津波。 

• 地震を感じたら、警報を待たずに避難する。 

1) 市民への知識の普及 

津波は地震と違って実際に経験した市民が少なく、誤った知識を持っている場合が少な

くない。そこで、広報紙、パンフレット、講演会などあらゆる機会を通じて津波に関す

る正しい知識を普及する。 

2) 来訪者への知識の普及 

パリアマン市では、砂浜海岸一部にレストランや物産店などのある観光地が立地してお

り、観光客が訪れている。このため、観光客向けにも正しい知識の普及を図る。 

3) 津波防災訓練の実施 

防災機関、地域住民、企業が一体となって津波情報伝達訓練、避難誘導、避難等の実践

訓練を定期的に実施する。また、この訓練結果に基づき、避難計画の改良を図る。 
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第14章 災害に強い街づくり 

大規模な地震が発生した際には、建物倒壊が起こると考えられ非常に危険である。同時

に海岸地域に住む住民にとっても道路をはじめとするインフラの崩壊や、液状化現象、

津波等により被害を受ける可能性がある。このような被害を軽減するためにも地震に強

い市街地形成をする必要があると考える。 

14.1 都市の防災化 

 

実施機関 都市計画局 

 

災害時に市民が混乱を招かないよう、自然災害に対して強い都市構造を形成する必要が

ある。その中でも、市街地建造物の耐震化やオープンスペース等の整備を行うことで、

震災時の生活環境保全を行なう必要がある。 

1) 建築物の防災対策 

既存の建築物の多くは、どんな震動にも耐え得るほどの耐震性は達成しておらず、大地

震が発生した場合には多くの建築物が被災する可能性がある。建築物の被害は、建築物

そのものの被害のほか、二次災害の原因にもなり、その累積は都市機能にも影響を及ぼ

すと考えられる。これらの被害を最小にとどめるため防災対策を確立する。 

(1) 既存建築物の防災対策 

高密度市街地において、随時、建築構造、防災設備、防火設備、避難路等の安全性につ

いて指導を行う。特に、高密度地区や脆弱地区における既存建築物について、その構造

等に安全性が確保されない場合は耐震補強を行なうよう強く推奨する。複数の建築物を

補強する際は、避難地や避難経路の確保も考慮に入れ整備する。 

(2) 新築建築物の防災対策 

建築物等を新築する場合は、地震災害発生時における避難等を考慮し、敷地、構造及び

建築設備について、高い安全性のある建築物を建築するよう建築主、設計者及び施工者

に対して啓発又は誘導を行う。 

(3) 公共建築物の防災対策 

大震災時に応急活動の拠点となる公共施設については、必要に応じて耐震診断、耐震補

強を実施し、災害時においてもその機能を維持できるようにする。その際に、ライフラ

イン系の機能障害に対するバックアップ設備についても考慮する。 
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(4) 窓ガラス等の落下物防止対策 

地震時に建築物の窓ガラス、瓦、看板等の落下による危険を防止するため、その所有者、

管理者又は占有者に改修を指導する。 

(5) ブロック塀の倒壊防止対策 

ブロック塀を所有している市民に対しては、日頃から点検に努めるよう指導するととも

に危険なブロック塀に関しては、補強、改築を奨励する。また、ブロック塀の安全点検

法や、安全なブロック塀の構造などについて市民に対する啓発を行う。 

2) オープンスペースの確保等による防災対策の推進 

災害時には、住宅地や市街地の公園や緑地等のオープンスペースが避難地としての大き

な役割を果たす。このことから、特に被害地域想定の分析上、脆弱として判断された地

区に関しては、災害時の防災機能を確保するため、建築物と道路・公園などの公共施設

との一体的かつ総合的な整備の誘導を図る。具体的には、各郡においてオープンスペー

ス等を避難地として指定し、パリアマン市の土地利用計画に反映させるものとする。 

3) 市街地の整備 

大規模災害に備え、被害を軽減するためにも、建物の強度を増す必要がある。更に、市

街地においては、高密度であることや、避難場所となるオープンスペースが不足してい

ることから、円滑な避難や救助に支障をきたす場合がある。このような地域はハザード

マップ等で確認し、適切な数・規模に合致した避難場所の確保や安全な避難経路の整備

を行なうことを促進する。   

土地開発および再開発 

土地開発や再開発事業は災害に強い街づくりの形成に効果的な対策であり、中でも高密

度市街地や住宅地等で脆弱地区と判断された地域に有効といえる。土地開発および再開

発を行なう事で、土地の有効化、避難場所として重要であるオープンスペースの拡充や

避難道路の拡幅等を一体的に整備することができる。また、脆弱地の住民を安全と判断

された土地へ誘導することも可能になる。しかし、これらの事業には長い時間と莫大な

予算を必要とし、また住民からの合意を取り付ける必要から社会的な影響が想定される。

よって、これら事業の必要性を十分に検討した上で、適切に実施することとする。 
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Existing Condition  Redeveloped 

出典: JICA 調査団 

図  14.1.1 再開発のイメージ 
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14.2 都市型災害の予防 

 

実施機関 都市計画局、公共事業局 

 

現在の生活は交通システム、通信システム、インフラ等のそれぞれのサービスによって

支えられている。また、これらのサービスは多くの要素が複合した結果実現されている

場合が多い。例えば交通システムは通信や電力がなければ完全なサービスが提供不可能

である。そのため、1つの機能障害が生じた場合、社会全体に影響を及ぼす事態に陥り

やすい面もある。ここでは都市型社会の持つ特有の地震災害を予防する対策として、以

下のような計画を促進する。 

1) ライフライン機能の確保 

(1) 多重化、バックアップ機能の充実 

ライフラインに関わる各事業者は、個々の施設の耐震性を向上させていくとともに、系

統の多重化、バックアップ機能の整備、非常電源の確保等の総合的対策を推進する。 

(2) 異業種間の連携 

震災や二次災害によるライフラインへの影響を軽減するために、異なる業種の相互間連

絡、調整を密にし、ライフライン被害の相互影響関係を考慮した予防体制を確立するよ

う促進する。 

(3) 自衛・代替手段の確保 

個々の家庭・事業所などにおいてライフライン機能に障害が起きた場合に備え、自衛・

代替手段を確保するよう、啓発に努める。 

2) 建物内での混乱防止 

(1) 避難誘導体制の整備 

百貨店やオフィスビル等の大型建物は各々で非常時の避難誘導体制整備を行なうよう

推進する。 

(2) 避難誘導要員の教育訓練 

避難誘導にあたる施設従業員の教育訓練については、当該施設の管理者などに対して指

導を行なう。 
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(3) 利用者に対する平常時の広報 

震災時の施設内の混乱を防ぐために、非常口案内の設置等を含めた防災対策を建物利用

者および利用客に対し、平常時から広報を行うよう施設の管理者などに指導する。 

(4) 管理者に対する指導 

個々の施設において防災計画を策定するよう施設の管理者に指導する。 

3) 道路交通の混乱防止 

(1) 運転者に対する広報 

災害時において自動車運転者が適切な対応が出来るよう、平常時からの啓発を推進する。 

(2) 違法駐車の解消 

地震時には、路上駐車車両が緊急車両の通行を阻害することが懸念されており、平常時

から違法駐車車両の防止対策及び駐車場の整備を積極的に推進する。特に第一次避難路

では路上駐車を禁止するよう指導する。 
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14.3 土砂災害の予防 

 

実施機関 都市計画局、公共事業局 

 

地震による被害は、直接震動によって建築物、構造物等が破損･倒壊するもののほか、

地盤が変状・崩壊する事によって生ずる被害があり、被害の発生状況は、地盤の特性に

よって大きく左右される。地震時の土砂災害としては、地盤の液状化による被害と、急

傾斜地の崩壊、造成地の崩壊による被害などがある。このような被害を出来るだけ防止

するため、関係機関は以下の様な対策をとるものとする。 

1) 危険地区の実態調査 

災害の未然防止及び災害が発生した場合の被害を最小に止めるために、危険箇所の実態

及び利用状況、影響家屋、道路などの把握を行い、避難勧告等の基礎資料とすると共に、

管理者、占有者、所有者、工事施工者に対し防災措置の勧告、改善命令などの行政指導

を行う。 

2) 災害予防活動 

急傾斜地等の崩壊による災害予防のため、以下の事項を実施する。 

• 所有者、居住者などの関係住民に対して、危険区域の周知徹底を図り、地域指定の

必要性と効果について啓発する。 

• がけ崩れ等を誘発するような危険行為を行わないように指導すると共に関係住民

が自らがけ地を観察し現状を把握する事を奨励する。 

• 特に危険と想定される箇所の住民に対し、平素から危険箇所の位置および避難場所、

避難路の確認を促すよう努力する。 

• 土砂災害防止パトロールの実施。年に１度は警察等の協力を得て市民と共に危険箇

所のパトロールをする。 

3) 土砂崩壊危険区域 

平素から急傾斜地崩壊危険箇所を巡視し、地域住民に対するがけ崩れの危険について周

知徹底と防災知識の普及を図る。又、住民に近くの避難場所についても周知徹底を図り、

危険時には避難場所に避難するよう勧告する。 
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14.4 震災による防火対策 

 

実施機関 消防担当部 

 

火災の発生は震災により引き起こされる場合が多く、また同時に何箇所にも渡って発生

する可能性がある。このような状況では、消防が全ての火災現場に向かうことが困難と

なるため、日ごろから市民が防火対策をとることが重要である。 

1) 自主防災組織による消防活動の促進 

地域の自主防災組織が進んで消防活動を行なう事を促進する。 

2) 防火点検 

化学薬品を取り扱う工場等、大規模火災を引き起こす可能性のある施設では、震災によ

る二次災害を防ぐためにも、平常時より点検を随時行なうと共に、防火のための管理計

画を施設ごとに策定するよう呼びかける。 

3) 延焼遮断対策 

(1) 消防力の向上 

消防隊員の技術力向上や、消防施設の整備・改善を含めた、消防力の向上を推進する。

また、震災による消火栓の破損から、消火用の水が供給できない場合を想定し、貯水槽

や消火栓の耐震化を促進する。 

(2) 延焼遮断対策 

震災時の火災発生の防止と、市民の円滑な避難を目的とした延焼遮断対策を策定する。 

• 消防団と LWLP との連携を強め、緊急時の体制を整備する 

• 貯水槽、河川、用水路等、消火のために活用できる給水資源場所を事前に確認する 
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第15章 公共施設等の安全対策 

地震災害時の公共施設の被害は、物的な損害にとどまらず、地震直後の避難行動、消防

活動、医療活動に大きな影響を及ぼすと考えられる。また、ライフラインの被害は、市

民の生活に支障をきたす。このような影響をできるだけ防止するため、関係機関は以下

のような対策をとるものとする。 

15.1 道路施設の対策 

 

実施機関 公共事業局 

 

道路施設は、発災直後の避難者の避難路や消防活動、救助活動の救援路として、また、

応急復旧活動期には救援物資や復旧資材の輸送路として重要である。このため、道路施

設の地震対策を進めるにあたっては、事前の道路整備計画の中でその安全性の向上を図

っていくものとする。 

1) 緊急避難道路の整備 

防災の観点から、緊急避難路を含む道路網計画をパリアマン市の空間計画に反映させる

ことが重要である。その上で、対象となる緊急避難道路の整備にあたっては、以下の路

線について重点的に整備を進めていくものとする 

• 避難地や災害応急対策活動の拠点となる主要な施設に連絡する道路 

• 震災によって生じた火災の延焼遮断効果が期待できる道路 

2) 啓開路線の指定 

地震後の避難、消火、輸送などの応急対策活動を円滑に進めるために、道路が被害を受

けた場合、あるいは倒壊家屋などで閉塞した場合に優先的に啓開すべき以下の既存道路

を啓開道路として指定するものとする。 

• 緊急避難路として指定された路線 

• 病院やクリニック等の医療機関へ繋がる路線 

3) 啓開路線等の安全性の向上 

• 緊急避難路に指定された道路について耐震補強を推進し、被害の軽減に努める 

• 代替路線についても同様の配慮を行なう 



第 1編：震災対策編 

 

-2-64- 

• 電柱、看板などの落下転倒による道路の閉塞をさけるために、危険箇所の改善指示

を行う 

• 指定路線について駐車禁止措置に配慮する 

4) 橋梁の安全性の確保 

橋梁の安全性に関する点検を行なう。特に啓開路線に指定された道路の橋梁から優先的

に補強、架け換えを実施する。災害時に橋梁の落下が生じた場合、啓開路線の橋梁から

優先的に架け換えるものとする。 

5) 緊急用資機材、人員の確保 

災害時に備え緊急用資機材を備蓄しておくほか、これら資機材が不足する場合を考慮し

て、平常時から外部団体及び民間機関等に対し、あらかじめ非常時の資機材の補給に関

する依頼をしておくものとする。また、復旧要員についても、非常時に要員が不足する

場合に備えて、外部団体に対して応援の要請を行える体制を確保しておく。 

 

15.2 河川の対策 

 

実施機関 公共事業局 

 

本市を流れる川で、地震によって河岸が崩壊して土砂等によりせき止められ、浸水を招

くような二次災害発生防止に重点を置き、安全対策の推進を図るものとする。 
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15.3 重要構造物の対策 

 

実施機関 公共事業局 

 

災害時において、災害応急対策活動拠点や避難収容拠点などの重要な拠点となる公共建

築物は、災害発生時に必要な機能を確保するため倒壊を免れる構造でなければならない。

このため、公共建築物は、対象とする地震規模に応じた耐震化を促進する。 

1) 対象施設 

• 公民館 

• 市庁舎・事務所 

• 病院、保健所、福祉施設 

• 学校 

• ライフライン施設 

• その他の重要施設 

2) 耐震性の確保 

上記の施設は災害発生時に重要な拠点となる。必要な機能を確保するため地震や津波か

ら倒壊を免れる構造でなければならない。このため、まず第 1に、これらの施設は重要

施設としての役割を果たすため、必要に応じた耐震性の確保を図る。 

3) 重要構造物設置場所の調査 

これらの重要構造物が津波被害危険地域や地震によるがけ崩れ発生の危険がある急傾

斜地にある場合は、緊急応急対応や避難所として適切でないことを明示しなければなら

ない。危険地域にあるこれらの施設は、将来の移設の検討を行う。 
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第16章 建築物の安全確保 

16.1 民間建築物の安全確保 

 

実施機関 公共事業局 

 

地震による死傷者など人的損害は建物の倒壊によってもたらされる。したがって、地震

による死傷者を減らすためには一般住家の倒壊を防ぐことが最も重要なこととなる。 

1) 建物の耐震化に関する知識の普及 

• 一般住家の内の相当数が、専門教育を受けない従来工法によっている。これら住家

が適切な耐震性を持つためには、市民各人が建築上の実際的知識と技能を保有しな

くてはならない。このため、広報誌の発行、講習会等により市民に対して、建物構

造についての知識、地震動が構造に与える影響についての知識をはじめとした防災

知識の普及を図ることとする。 

2) 建物の耐震診断の実施 

• 建物の耐震診断実施要綱を審議して制定する。 

• 地域に分布する建物を構造様式、構造材料の種別にしたがって分類集計するため建

物調査を実施する。同調査の結果とリスクマップによって明らかとなる危険の程度

にしたがって地域の建物の耐震診断の実施を推進する。 

3) 建築確認制度の強化 

• 新規に建設する建物の設計を審査し、その耐震性を確認できた計画のみに建設許可

を与える制度を確立する。建設の実施に当たっては必要なタイミングに建設状態を

検査し、不適切な施工があった場合には指導を行う。 

• 改善がない場合には建設許可の取り消しを行い、建設が中止されないで近隣に著し

い危険を及ぼす場合には法的強制力を発動する。 

4) 建物の耐震補強の普及 

• 既存の建物であって、耐震診断によって耐震性に問題のあることが判明した建物を

補強し、地震時に崩壊することを防ぐ耐震補強普及を推進する。 
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5) 建築防災工事資金融資の斡旋 

• 耐震診断の結果、災害対応力の強化が望まれる場合は、耐震補強工事に対する支援

策を周知し、自主的な防災工事への取り組みを触発する。 

• 耐震補強工事等を行う者に対して、建築耐震補強工事資金の融資制度の実現に向け

検討する。 
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16.2 公共建築物の安全確保 

 

実施機関 公共事業局 

 

医療施設や学校などの公共施設は、災害時においては救急・救護や避難場所としての役

割が求められることから、その安全確保が極めて重要である。そこで、以下の対策を徹

底し、災害に強い公共建築物の実現に向けて促進する。 

1) 公共建物の耐震診断の実施 

• 不特定多数利用施設や学校、医療機関などの応急対策上重要な施設の安全性確保に

ついては、建築の際に耐震防災計画書の作成を指導し、また、査察などを徹底する

ことにより、適切でない建築物については改修指導等を行う。 

2) 公共建物の耐震補強の実施 

• 公共建物の耐震診断実施要綱を審議して制定する。 

• 建築物の管理者は、耐震診断実施要綱にしたがって己の管理する建築物の耐震性・

防災性を検査し、耐震性に不足がある場合には耐震補強の実施計画を策定する。 

• 防災上必要な消火設備、警報設備、避難設備などの施設の整備に努めるとともに、

特に用途の複合するものでその管理権限が分かれているものは、協議会を設置する

など、相互に連絡協調のとれた管理体制の確立を促進する。 

• 地震発生後の状況把握あるいは初期段階における対応と収容者避難誘導などの組

織及び方策などの計画を確立し、災害時における対応力の強化を図る。 

3) 公共建物の機能強化 

• 被災時においては、応急活動が迅速に行われるかどうかによって、被害の状況が大

きく変動する。そこで、医療救護、避難収容などの応急活動の拠点となる公共施設

が被災後に求められる機能を維持できるか否かを検討し、耐震性の向上を図るとと

もに、非常用設備の整備に努める。 
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第17章 ライフラインの安全確保 

上・下水道、電気、ガス、通信、交通などのライフラインと呼ばれる施設は、都市生活

の基幹をなすものである。これらの施設が風水害により、被害を受けた場合、都市機能

が麻痺することになり、その影響は極めて大きいと考えられる。 

このため、これらの各施設の被害を最小限にとどめるための予防計画を以下のとおり実

施する。 

17.1 市及びライフライン事業者間の連携強化 

 

実施機関 社会労働局、水道公社、電力公社 

 

市及びライフライン事業者間で、医療機関や社会福祉施設、避難所など防災上重要な建

築物が配置されている地域から優先的な復旧を行うべき施設、事業者間の連携方法、市

民への広報等について事前に検討し、ライフラインの復旧計画を策定する。 
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17.2 上水道施設 

 

実施機関 公共事業局、水道公社 

 

水は市民の日常生活にとって不可欠なものである。このため、水道施設は地震や風水害

等による被害が生じないような対策を講じる必要があり、施設の整備を進めることによ

り、災害に強い水道づくりをめざすこととする。 

上水道については、電力供給が長時間停止した場合には浄水場から自家発電機によって

の送水となるが、送水能力が低下することから各配水池で貯水量の増量を図る必要があ

る。また、被災により、送水管の一部に破損が生じた場合でも、円滑に供給が進むよう

に複数のルートを確保する必要がある。 

また、気象状況に応じ、あらかじめ定めた危険箇所の点検パトロールを実施し、状況に

応じて警戒体制をとるとともに、人身に危害を及ぼすおそれのある場合は、付近住民、

通行者に警告し、危険地域への立入禁止及び避難誘導の措置をとる。 

1) 水道施設の現況 

(1) 浄水場 

河川水は利用前に処理されてはいるものの、ほとんどの場合直接飲むには不適切であり、

住民はミネラルウォーターを飲料水として用いている。現在のところ、パリアマン市の

飲料水供給はパダンパリアマン県内の水源に高く依存している。これはパリアマン市が

海岸近くに位置し周囲をパダンパリアマン県に囲まれているためである。 

上水に関する他のデータおよび情報を以下に記す。 

水源：現在 4 つの水源があり、その中で、 

- Gravitasi Lubuk Bonta 水源：毎秒 5 リットルの容量で、24 時間運転。この水

源はパリアマン郡の中部・南部のコミュニティに対する必要量供給の役割を持

つ。 

- Bor Daerah 井戸：毎秒 19 リットルの容量。中央パリアマンの Jawi-Jawi 村に

位置する。 

- Limau Purut の河川ポンプ：パダンパリアマン県内に位置する。 

水道管長：中部・南部パリアマンの水道管長は 67,561m であり、北部パリアマンでは

24,724m である。 

顧客数：3,437 ユニット（1ユニットで 5人に供給） 
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(2) 配水池 

配水池は、安定した配水のため、給水量を調整し、かつ水量・水圧を確保する目的で設

置されている。パリアマン市は十分な容量を持った配水池を市民のために建設する必要

があるが、現在のところ、パダンパリアマン県に属する Limau Purut の容量 100 m3の

配水池を利用しているのみとなっている。 

(3) ポンプ場 

ポンプ場は、浄化した飲料水を高台に設置された配水池等に送水するために設置される

が、現在のところ、パリアマン市にポンプ場はない。 

(4) 水道管 

データ無し。 

2) 予防計画 

災害時における給水が円滑に実施できるように、主要な導水、浄水、配水などの各施設

において、次の措置により防災対策の強化に努める。 

(1) 災害時にも安心できる施設づくり 

災害時にも安心できる施設づくりをめざして、老朽管、特にパリアマン市で敷設率が高

いアスベスト管や継ぎ手、主要施設の更新等を推進する。また、応急給水施設として非

常用貯水装置の設置を推進する。災害時においても平常時と変わりなく住民に対して給

水できる施設づくりに努める。 

(2) 自家発電設備の整備 
電力の機能障害は上水道供給を停止させる。よって、主要な各施設には、自家発電設備を設

置し、停電の際には速やかに自家発電設備に切り替えられるよう推進する。自家発電機等に

ついては、平常時から試運転を定期的に実施し、災害に即応できる体制を整える。 

(3) 資機材の備蓄 

上水供給が停止した場合でも、水を住民に供給できるよう、簡易タンク等を備蓄する。

給水タンク車についても維持管理と検査を定期的に実施する。 

(4) 非常用水源の確保 

パリアマン市には多くの井戸が存在することから、日ごろから維持管理を実施し、災害

時に活用できるようにする。 

(5) 防災計画の策定 

事前対策、緊急対応、事後対策等を含む個別の防災計画の策定を強く推進する。 
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17.3 電力施設 

 

実施機関 電力公社 

 

電力施設については、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、被災地域の住民に

復旧状況や安全確認について広報するとともに、各事業者間や州・県災害対策本部など

との相互の情報連絡体制の整備を図る。 

また、災害により、施設が被害を被った場合、復旧できるだけの資機材と同時に、要員

の確保にも努め、同時に復旧及び連絡に関する防災訓練の実施による防災体制の整備に

努める。 

1) 電力施設の現況 

• パリアマン市が所有する発電施設はLubung Alung郡の Asam Pulau に位置するPLTA 

Singkarak である。パダンパリアマン県に位置する Lubung Alung 郡には容量 10MVA

と 20MVA の変圧器を持つ配電のための変電所がある。Pariaman、Lubuk Alung と

Sicincin に 10MVA あるいは 20MVA から 20kv に低圧化する 3 つの中継基地があり、

この中のひとつの中継基地のみがパリアマン市用に用いられている。現在、パリア

マン市の配電網の総長は 539,578m であり、配電用の変圧器は 286 機、容量

18,027kva である。 

• 各電力施設では、平常時から点検が行なわれており、また維持管理が実施されてい

る。 

2) 予防計画 

設備の被害を軽減し、安定した電力供給の確保を図るため、次の措置を講ずることとす

る。 

(1) 変電設備 

変電設備については、定期的に点検・巡視を行い、設備の保全に努める。変電所敷地地

盤高を計画水位以上にできない場合は、基礎または架台のかさ上げを実施するとともに、

浸水のおそれがある箇所については、排水設備等の設置を講じる。 

(2) 防災計画の策定 

事前対策、緊急対応、事後対策等を含む個別の防災計画の策定を強く推進する。 
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17.4 通信施設 

 

実施機関 電話公社 

 

通信施設については、避難所及び防災関係機関などの通信の確保を図るため、仮設電話

を設置するとともに、災害復旧体制の確立に向けた事前対策を進める。また、災害時に

おける業務の運営及び応急復旧に必要な動員を円滑に行うため、必要な要員を把握・確

保するとともに、災害時における活動を安全・迅速に遂行しうるように社員に対し必要

な教育を施す。 

大規模災害が発生する恐れがある場合は、電話が輻輳し、被災地との安否確認等が困難

になる場合が考えられるため、防災関係機関や公社等の緊急対応機関に関しては優先的

に番号につながるような対策が高く推奨される。 

1) 通信施設の現況 

• パリアマン市には電話会社（陸上通信）は無いが、パダン市に TelKom 社という電

話会社がある。パリアマン市におけるTelKom社の陸上通信のシェアは100%である。 

• コタ市には携帯電話会社は無いが、パリアマン市のほぼ全域が、パダン市の

Telkomsel 社と Indosat 社、ProXL 社および Esia 社といった会社の携帯電話網でカ

バーされている。最大の携帯電話サービスを保持しているのは Telkomsel 社である。

14 機の稼働中の通信タワーがある。 

• 各通信施設では、平常時から点検が行なわれており、また維持管理が実施されてい

る。 

2) 予防計画 

災害による故障発生を未然に防止するため、次の措置をとる。 

(1) 浸水防止措置 

洪水や津波、浸水等への対策として、防水扉など建築物内への浸水防止措置をとる。 

(2) 災害時における通信手段の確保 
災害時に通信が途切れることを防止するため、伝送路の多ルート化を促進するとともに、無

線機の増配備等を行い、複数の通信手段の確保に努める。 

特に防災関係機関では特別に考慮する。 
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(3) 防災計画の策定 

事前対策、緊急対応、事後対策等を含む個別の防災計画の策定を強く推進する。 
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第第 33 部部：：緊緊急急対対応応    

（（応応急急対対策策計計画画））  
 

大規模な地震が発生した場合、建築物の倒壊、がけ崩れ、道路・橋りょうの崩壊、ライフライン

の被害、津波、地盤の液状化、さらに火災の発生などに伴う各種被害の発生が想定される。 

応急対策計画は、このような同時多発的な被害が発生した場合の、パリアマン市及び各防災関係

機関がとるべき応急の対策について計画したものである。 
 

第1章 応急活動体制 

パリアマン市域で震動、津波など、地震によるいろいろな現象で、同時に多発する災害

が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を迅速・的確に行うため、次のとおり

活動体制の確立を図る。 

1.1 初動体制 

 

実施機関 市長事務所 

 

災害に的確な対応をするためには、市役所をはじめとする諸機関の迅速な対応が、その

後の応急対策の実施にとって重要なものになるため、災害対策本部体制が整うまでの間

の体制を初動体制と位置づけ、平常時においても、BMG から情報を受信した場合に、速

やかに初動体制がとれるように 24 時間体制をとる。 
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1.2 災害対策本部及び災害管理調整委員会 

 

実施機関 市長 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、災害応急対策を実施するため、災害対

策本部を設置するとともに、災害管理調整委員会会議を開催する。 

1) 災害対策本部 

(1) 災害対策本部の設置 

A. 災害対策本部設置の基準 

 

災害対策本部設置の基準 

1. パリアマン市域において MMI５以上の地震を観測し、発表した時 

2. 市域に大規模な地震が発生した場合で、MMI は確認できないが、明らかに

大災害が発生したと推定される場合 

3. パリアマン市及びその周辺域において BMG が津波警報を発表した場合 

4. その他、市長が必要と認める場合 

B. 市長不在時の代理 

市長不在の場合には、以下に定める順位の者が代行する。  

1. 副市長 

2. 管理・開発補佐官 

3. 国家統一・住民保護局長 

C. 災害対策本部設置の通知 

市長又は市長不在の時の代理者は災害対策本部を設置した場合には直ちに西スマト

ラ州災害管理調整委員会の長及び関係機関に通知するとともにその旨の掲示を行う。

また、災害対策本部設置を住民に周知するため、報道機関等を通じて発表する。 

(2) 災害対策本部の組織 

災害対策本部の組織は、市の各行政組織のパリアマン市応急対応規則（Protap PBP）

に定める業務を基準として、災害に即応できる組織構成とする。 

また、災害発生後に時間の経過とともに変化する応急対策に対応できる組織とする。 
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A. 災害対策本部の組織・事務 

災害対策本部の組織・事務は応急対応規則（Protap PBP）に順ずる。 

B. 災害対策本部長の職務代理 

災害対策本部長は市長ですが、市長が不在、又は連絡不能でその職務の執行が不可能

な場合には、災害対策本部長の職務をはじめとする災害応急対策に係る市長の職務権

限や、その他災害対策に必要な意思決定等については、下記の順位により代行する。 

1. 副市長 

2. 管理・開発補佐官 

3. 国家統一・住民保護局長 

C.  防災関係機関との関係強化 

被害情報の共有化を図り、調整のとれた迅速な応急対策を実施するため、災害対策本

部に軍隊、警察、インドネシア赤十字、ライフライン等防災関係機関の参加を要請す

る。 

D. 西スマトラ州現地対策本部との連携 

州災害対策本部設置にいたらない災害で、市だけでは対応が困難な災害が発生した場

合、市長は応援を要請する。 

適切に州災害管理調整委員会と調整するために、州災害管理調整委員会に必要な情報

を伝達する。 

(3) 災害対策本部の設置場所 

災害対策本部は以下の場所に設置する。 

 

優先順位 災害対策本部設置場所 

1 市長舎会議室 

2 市長公邸会議室 

3 アクセスが容易に可能な特別室 
 

• もし大規模災害が発生し、これらの指定した室内建物が利用出来ない場合、市長舎

前の広場に災害対策本部を設置する。この場合、緊急利用としてテントを用意する。 

• もし災害規模が比較的小規模であり、市長舎から被災地が離れている場合には、現

地災害対策本部を被災地近郊に設置する。 
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2) 災害管理調整委員会会議 

(1) 災害管理調整委員会会議の開催 

災害対策本部を設置した場合は、災害応急対策の基本方針等を決定する機関として、災

害管理調整委員会会議を開催する。 

(2) 災害管理調整委員会会議の構成及び運営 

A.災害管理調整委員会会議の構成 

災害管理調整委員会会議は、災害対策本部長、災害対策副本部長、災害対策本部長付

及び全対策部長で構成する。 

B.防災関係機関への出席要請 

災害管理調整委員会会議には、必要に応じて、ライフライン会社、警察等防災関係機

関の出席を要請する。 

3) 災害対策本部の解散 

1. 市長は災害の危険が無くなった場合と災害発生後の応急復旧対策がおおむね完了し

た場合には、災害対策本部を解散する。 

2. 市長は災害対策本部を解散した場合は、直ちに州知事及び関係機関に連絡するとと

もに、災害対策本部の解散を市民に周知するため、報道機関等を通じて発表する。 

3. 市長は災害対策本部の解散後、引き続き災害対策の実施が必要な場合、災害対策本

部に準じてその対策を実施する。この場合の体制は災害対策本部解散後の対応体制

による。 
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4) 災害対策本部組織 

(1) 災害対策本部の組織 

 
(2) 災害対策本部の各局の役割 

市役所 

局 章 節 役割 
Mayor 1 1.2 Rupusdalops PBP (Emergency Response Headquarters) 

and SATLAK PBP 
 1 1.3 Mobilization of Rupusdalops PBP Staff 
 11 11.1 Disaster Response Activities by Citizens 
 11 11.2 Disaster Response Activities by Community Groups 
Mayor Office 1 1.1 Initial Response System (IRS) 
Mayor, Camat and 
Head of Village 

5 5.3 Evacuation without Receiving Warnings 

SATLAK 5 5.2 Measures after Tsunami Occurs 
BPM 18 18.3 Construction of Temporary Housing and Emergency 

Restoration of Damaged Buildings 
Cleanliness and 
Environment Agency 

15 15.5 Burial or Cremation of Dead Casualties 

Environment Office 9 9.2 Removal Officer 
 9 9.4 Temporary Storage Sites for Debris 
 16 16.3 Human Waste Management 
Health Agency 6 6.1 Rescue, First Aid, Medical Treatment Measures 
 6 6.2 Medical Treatment System 
 6 6.3 Procurement of Medicines and Medical Equipments 
 6 6.4 Mental Health Care 
 14 14.5 Set up of Temporary Toilet 
 15 15.1 Searching for Missing Victim and Casualties Treatment
 15 15.2 Autopsy and Transport of Dead Casualties 
 15 15.3 Identification of Dead Casualties 
 15 15.4 Treatment for Dead Casualties  

Ketua : Walikota
Wakil Ketua I : Komandan Kodim 0308
Wakil Ketua II : Kapolresta Pariaman
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Pariaman

Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota
Wakil Ketua I  Pelaksana Harian : Asisten Tata Praja
Wakil Ketua II Pelaksana Harian : Asisten Adm dan Pembangunan
Sekretaris I   Pelaksana Harian : Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja
Sekretaris II  Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbangpol & Linmas
Sekretaris III Pelaksana Harian : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Ketua : Dandim 0308 Ketua : Kadis Sosial & TK Ketua : Kadis Kesehatan Ketua : Kepala BAPPEDA Ketua : Kabag Humas Ketua : Kadis Perhubungan

Wakil Ketua : Kapolresta Wakil Ketua : Ketua PMI Wakil Ketua : Dir.RSUD Pariaman Wakil Ketua : Kepala BPM & Pemdes Wakil : Kabag Hukum & Org Wakil Ketua : Kasat Lantas Polresta

Anggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggo: Anggota :

1 Ka.Kesbangpol 1 Kadis.Koperindag 1 Kepala Puskesmas Pauh 1 Kadis PU 1 Kadis Budpar 1 Kabid Tenaga Kerja

2 Kadis.Pendidikan 2 Kadis.Pertanian 2 Kepala Puskesmas Nareh 2 Kadis Tata Ruang 2 Kabag Pemerintahan 2 Dir. PLN

3 Kasat Pol PP 3 Ka.Badan Pemp & KB 3 Kepala Puskesmas Kurai Taji 3 Kepala KLH 3 Kepala Inspektorat 3 Dir.PT.POS Indonesia

4 Kadis PU 4 Kadis.Kependudukan & Capil 4 Kepala Puskesmas Padusunan 4 Kadis Pertanian 4 Kepala BKD 4 Dir. TELKOM

5 Kepala DKP 5 Kabag Kesejahteraan Sosial 5 Kepala Puskesmas Marunggi 5 Kadis Koperindag 5 Camat 5 Dir.PT.KAI

6 Ketua PMI 6 Kabag Ekbang 6 Kepala Puskesmas Air Santok 6 Kepala DKP 6 Ketua PWI 6 Ketua Organda

7 Ketua Pramuka 7 Kabag Umum 7 Ikatan Dokter Indonesia 7 Kepala DPPKA 7 Pimp.Radio 7 Kepala Kesbangpol

8 Ketua ORARI 8 Bank Pemerintah & Swasta 8 Ikatan Bidan Indonesia 8 Dir. PLN 8 Ketua MUI

9 Perguruan Tinggi 9 Gerakan Pramuka 9 Ikatan Apoteker Indonesia 9 Dir. PDAM 9 LKAAM

10 Elemen Masyarakat 10 KNPI 10 PMI 10 Dir. TELKOM

Bagan Struktur SATLAK PB
Kota Pariaman

Bidang Evakuasi dan Keamanan Bidang Komunikasi dan
Perhubungan/TransportasiBidang Penerangan dan PublikasiBidang Rehabilitasi dan RekonstruksiBidang KesehatanBidang Bantuan Sosial dan Dapur

Umum
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局 章 節 役割 
 16 16.1 Health Care and Hygiene Measures 
 16 16.4 Epidemic Preventive Measures 
Information and 
Communication 
Office 

2 2.3 Collection of Disaster Information 

3 3.3 Disaster Management at Related Agencies 
3 3.5 Volunteers 
4 4.1 Warning, Evacuation, and Guidance Measures 

12 12.1 Evacuation Plan 
12 12.2 Announcement of Evacuation Warnings 

Kesbangpol Linmas 
Office (National 
Unity & Public 
Protection Office) 

12 12.3 Set up of Alert Area 
 12 12.4 Advice for Evacuation and Transfer 

 12 12.5 Set up of Temporary Evacuation Site and Its 
Management and Operation 

 15 15.1 Searching for Missing Victim and Casualties Treatment
 19 19.1 Information of Lifeline Recovery 

 21 21.1 Information Sharing with National and Provincial 
Organization 

Marine Affairs & 
Fishery Agency 

8 8.2 Sea Safety Control and Security Measures 

2 2.1 Communication Tools Public Relations 
Division 2 2.2 Establishing Disaster Communication Operation 

System 
 2 2.4 Publication of Disaster Information 
 7 7.3 Information Gathering System 
 15 15.6 Provision of Information to Community 
Public Works Agency 4 4.2 Preventive Measures for Secondary Disaster 
 9 9.1 Removal Target 
 14 14.2 Water Provision 
 14 14.5 Set up of Temporary Toilet 
 18 18.1 Investigation of Damaged Buildings 
 18 18.2 Survey of Damaged Residential Land 

 18 18.3 Construction of Temporary Housing and Emergency 
Restoration of Damaged Buildings 

 19 19.1 Information of Lifeline Recovery 
 19 19.2 Water Supply Facility 

3 3.1 National and Province 
3 3.2 Peripheral Kota 

Social and Labor 
Agency 

14 14.1 Food Provision 
 14 14.3 Provision of Daily Needs 
 14 14.4 Acceptance of Materials from Other Area 

 18 18.3 Construction of Temporary Housing and Emergency 
Restoration of Damaged Buildings 

 21 21.2 Acceptance of Foreign Assistance 
Spatial Plan Agency  9 9.2 Removal Officer 
 9 9.4 Temporary Storage Sites for Debris 
 16 16.2 Solid Waste Management 
 16 16.3 Human Waste Management 

1 1.4 Staff Mobilization for Tsunami Warnings Transportation 
Agency 2 2.1 Communication Tools 
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局 章 節 役割 

 5 5.1 Receiving and Transmitting Weather Forecasts and 
Warnings 

 8 8.3 Road Transport Management 
2 2.2 Establishing Disaster Communication Operation 

System 
7 7.2 Emergency Call and Mobilization 

Transportation, 
Communication & 
Information Agency 

7 7.3 Information Gathering System 
 10 10.1 Securing Transport Equipments 
 10 10.2 Securing Transportation Network 
 13 13.2 Transportation for Panic Prevention 

17 17.1 Management of School Facilities 
17 17.2 Measures for Students and Pupils 

Youth and Sport 
Education Agency 

17 17.3 Procurement and Provision of School Supplies, etc. 
 17 17.4 Management of Education Facilities  

 

その他関係機関 
局 章 節 役割 

BMG 5 5.1 Receiving and Transmitting Weather Forecasts and 
Warnings 

Commander of 
District Military 0308 

3 3.4 Military, etc. 

Cooperation 9 9.3 Removal Method 
Firefighter Office 7 7.1 Firefighter Office 
 7 7.4 Fire Fighting Activity 
 7 7.5 Initial Fire Fighting Activity 
Indonesian Red Cross 6 6.2 Medical Treatment System 
 14 14.1 Food Provision 
National Electric 
Company 

19 19.3 Telecommunication Facility 

Police and Pol. PP 8 8.2 Sea Safety Control and Security Measures 
Police Head 
(POLRESTA) 

5 5.1 Receiving and Transmitting Weather Forecasts and 
Warnings 

 8 8.1 Safety Control Measures by Police 
 13 13.1 Panic Prevention due to Lack of Information 
 13 13.4 Panic Prevention at Public Facilities 
 20 20.1 Hazardous Materials Storage Facility 
 20 20.2 Vehicles for Transporting Hazardous Materials 
Private Company 11 11.3 Disaster Response Activities by Private Enterprises 

14 14.2 Water Provision Regional Water 
Company 19 19.2 Water Supply Facility 
Religious 
Organization 

6 6.4 Mental Health Care 

SAR 15 15.1 Searching for Missing Victim and Casualties Treatment
Telkom 19 19.4 Hazardous Material Management 
TNI 5 5.1 Receiving and Transmitting Weather Forecasts and 

Warnings 

 



第 1 編：震災対策編 

 

-3-8- 

1.3 災害対策本部の動員配備体制 

 

実施機関 市長 

 

1) 配備基準 

災害対策本部長としての市長の指令により、次の配備区分にしたがい、職員を配備し活

動する。 

区分 配備基準 

1 号配備 1. パリアマン市域で BMG が MMI5 の地震を観測し、発表した時

2 号配備 1. パリアマン市域で BMG が MMI6 の地震を観測し、発表した時

3 号配備 1. パリアマン市域で BMG が MMI7 以上の地震を観測し、発表し

た時 

2. パリアマン市域で BMG が津波警報を発表した時 
 

2) 配備内容 

(1) 1 号配備 

各対策局長は、あらかじめ指名している職員を指定した場所又は勤務場所に配備する。 

(2) 2 号配備 

各対策局長は、あらかじめ指名している職員を指定した場所又は勤務場所に配備する。 

なお、応急避難所を担当する社会福祉局及び保健局の局長は、応急避難所の担当として

指名した職員を配備する。 

また、勤務時間外、休日においては、各対策局が所管する施設には連絡要員を配備しな

ければならない。 

(3) 3 号配備 

全職員を指定した場所又は勤務場所に配備するものとする。  

3) 配備人員 

各対策局における配備人員は次のとおりとする。なお、1 号、2 号配備の場合の配備職

員をあらかじめ指名しておくものとする。 
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局 責任セクター 1 号配備 2 号配備 3 号配備 
Health Agency 3. Health 3 
Public Works Agency 4. Rehabilitation and Reconstruction 3 
Transportation, Communication and 
Information Agency  

6. Transportation 1 

Industry, Trading and Investment 
Agency 

2. Social Aid 1 

Agriculture Agency 4. Rehabilitation and Reconstruction 2 
Marine Affairs and Fishery Agency 2. Social Aid 2 
Regional Incoming Agency 4. Rehabilitation and Reconstruction 1 
Youth and Sport Education Agency 1. Evacuation and Security 3 
Cleanliness and Live Environment 
Agency 

4. Rehabilitation and Reconstruction 3 

Social and Labor Agency 2. Social Aid 4 
Agriculture and Food Affairs Agency 2. Social Aid 2 
National Unity and Public Protection 1. Evacuation and Security 4 
Development Planning Board 4. Rehabilitation and Reconstruction 2 
Population, Family Planning and 
Civil Registration Board 

2. Social Aid 2 

Public Capacity Board 4. Rehabilitation and Reconstruction 1 
Territorial Police Office 1. Evacuation and Security 3 
Information and Communication 
Office 

5. Information and Publication 4 

Tourism Service Office 5. Information and Publication 2 
Puskesmas Kp. Baru, Padusunan 3. Health 2 
Puskesmas Kuraitaji 3. Health 2 
Puskesmas Air Santok 3. Health 2 

各局のおよ

そ 1/3の職員 全職員 

注：1号、2号配備については、対策局長を必ず含んだ人員とする。 

4) 職員の動員指令 

(1) 指令者 

職員の動員は災害対策本部長が指令する。（市長） 

(2) 指令伝達系統 

A. 勤務時間内の伝達系統 

電話又は庁内放送で伝達する。 

 

 
Rupusdakops PBP 

(Mobilization Decided) Each head of Agency Each Sub Head Each Staff 
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B.  勤務時間外の伝達系統 

電話などの方法で伝達する。 

 

 

(3) 指令によらない参集 

勤務時間内であっても、ライフライン途絶等により、指令が伝わらない場合は、各自の

判断により、参集する。 

また、勤務時間外、休日において、大規模な災害が発生し、又は大災害の発生が予想さ

れるときは動員指令を待つことなく、配備基準に従って配備場所へ参集しなければなら

ない。 

5) 動員の対象者 

本県に所属する全職員を対象とする。ただし、次に掲げる職員については対象から外す。 

1. 平常時における病弱者等で応急活動を実施することが困難なもの。 

2. 発災時において、急病、負傷などで参集不能となったもの。 

Mobilization Decided Each head of Agency Each Sub Head Each Staff 
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1.4 津波警報による動員配備体制 

 

実施機関 運輸局 

 

気象庁（BMG）が津波警報を発表した場合は、以下の動員配備体制により活動を実施す

る。 

1) 配備基準 

気象庁（BMG）がパリアマン市の沿岸地域に対して津波警報を発表した場合。  

2) 配備内容 

指定した機関の長は、あらかじめ指名した職員を指定場所あるいは事務所に配備する。 

3) 配備人員 

各機関における配備人員は、以下のとおり。 

機関名 人員数 
National Unity and Public Protection 4 
Education Agency 3 
Territorial Police Office 3 
Fire Fighter Section of Public Works Agency 3 
Transportation Agency 3 
Information and Communication Office 4 

 

4) 職員の動員指令 

勤務時間外、休日において、気象庁（BMG）が津波警報を発表した場合、運輸局が各指

定機関の長に情報を伝達する。 

各指定機関の長は、あらかじめ指名した職員に動員指令を行なう。 
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第2章 災害情報収集伝達計画 

地震情報の正確で迅速な収集伝達は、災害応急対策を行う上で不可欠である。また、地

域住民に対して、正しい災害情報を広報することは、パニックを防止して避難行動など

を円滑に行うためにも重要である。 

ここでは、災害発生時における情報の収集伝達について計画する。 

2.1 通信連絡手段 

 

実施機関 運輸局、広報局 

関係機関 メディア、軍、警察 

 

1) 電話（固定電話・携帯電話）・SMS・防災行政無線   

(1) 災害に関する情報及び災害情報の収集伝達、その他災害応急対策において必要な情

報の通信には、原則として電話（固定電話・携帯電話）、SMS 及び行政無線（市庁-

郡間）を用いることとする。 

(2) 確実な通信手段の確保のため、村以下のレベルへの行政無線の導入を推進する。 

2) 非常無線通信 

固定電話・携帯電話が途絶し、市と各防災関係機関との通信が行えなくなった場合、以

下の無線通信設備を使用して災害に関する通信を確保する。 

4. 軍無線通信、警察無線通信   

5. アマチュア無線通信（ORARI）   

6. パリアマン市民間ラジオ放送局（AM/FM）  

3) 緊急時広域情報伝達 

避難情報等、緊急時の広域の情報伝達には、民間ラジオ局（AM/FM）を利用する。 

4) その他の通信手段  

通信手段の多重化を図るため、衛星電話やインターネットメール送信システムの導入も

検討していくこととする。 
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5) 通信手段確保の要請  

通信機器等に事故が発生した場合は、直ちに、関係業者に対して修理を依頼する。 

6) 伝令の派遣、モスクラウドスピーカー・タブア（ドラム）・広報車等

の利用 

有線及び無線通信等が不通の場合あるいは必要に応じ、通信可能な地域まで伝令を派遣

する、モスクラウドスピーカー・タブア（ドラム）・広報車の利用等、あらゆる手段を

つくして情報の収集・伝達に努める。 
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2.2 災害情報通信システムの運用体制の確立 

 

実施責任機関: 運輸・通信・情報局、広報局 

 

各種通信手段は以下のように運用する。 

1) 情報伝達手段 

(1) 移動系の通信は、携帯電話、SMS 及び携帯無線機により行う。 

(2) 固定系の放送は、固定電話および固定式無線（屋外受信機及び戸別受信機）、ラジオ

放送、モスクラウドスピーカー、タブア（ドラム）により行う。 

2) 通信の種類と通信順位    

(1) 通信の種類  

1. 緊急通信：災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときに行う

緊急を要する通信  

2. 一般通信：緊急通信以外の通信 

3. 一斉通信：複数の機関・個人に対して、同時に一方的に行う通信   

4. 個別通信：２機関・個人で個別に行う通信 

(2) 取扱順位  

災害時における通信の取扱順位は、原則として次のとおりとする。  

優先度最高： 緊急・一斉通信   

 優先度高： 緊急・個別通信  

優先度低： 一般・一斉通信  

 優先度最低： 一般・個別通信 

3) 通信の運用  

(1) 一斉通信(移動系) 

避難勧告、災害対策本部招集の連絡、警戒宣言など関係機関へ迅速・的確に行う必要が

ある情報の伝達は、市庁から一斉通信（SMS、無線）により行う。 
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(2) 一斉通信(固定系)  

郡事務所および一般住民に対し、無線、あるいはモスクラウドスピーカー、タブア（ド

ラム）、ラジオ放送を用いて、防災上必要があると認められる以下の事項について放送

する。  

1. 災害発生が予測される気象条件に関する事項 

2. 災害の被害状況及び情報の伝達に関する事項  

(3) 通信統制  

発災時に通信が輻輳した場合、又は輻輳のおそれがある場合は、管理者は通信統制を行

って、重要度の高い通信を優先させる。 

4) 通信経路と手段 

(1) 市災害管理調整委員会－郡  

市と郡が行う災害に関する情報の収集伝達は、固定電話・携帯電話・無線を使用するも

のとする。  

(2) 郡－村  

郡と村が行う災害に関する情報の収集伝達は、固定電話・携帯電話を使用するものとす

る。 

(3) 村－村以下の行政単位・コミュニティ（Dusun,RT,RW）および住民 

村から村以下の行政単位・コミュニティ（Dusun, RT, RW）が行う災害に関する情報の

収集伝達は、固定電話・携帯電話を使用するものとする。避難情報等の情報伝達にはモ

スクラウドスピーカーやタブア（ドラム）を使用する。 

(4) 市と各防災関係機関   

市と各防災関係機関（軍、警察含む）が行う災害に関する情報の収集伝達は、固定電話・

携帯電話を使用するものとする。   

各防災関係機関内あるいは機関間が行う災害に関する情報の収集伝達は、固定電話・携

帯電話・無線を使用するものとする。   

(5) 市長‐住民 

避難情報等、緊急時の広域の情報伝達には、民間ラジオ局（AM/FM）を利用することと

する。 
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2.3 災害情報収集 

 

実施機関 通信・情報室 

 

災害に関する情報及び被害状況の収集並びに報告の要領については、この計画の定める

ところによる。  

1) 情報の収集  

(1) 市/市災害管理調整委員会による被害調査 

市/市災害管理調整委員会は、以下の活動を行う。 

- 被害状況調査 

- 災害対策本部において各方面からの情報を整理・集約 

- 防災関係各機関への情報提供 

(2) 収集手段の多元化  

市は、住民・自主防災組織・企業等からの災害情報を収集する窓口を明確にし、災害情

報収集を行う。 

(3) 住民の報告義務  

災害が発生し、又は発生するおそれがある異常な現象を発見した住民は、直ちに最寄り

の市行政機関、警察官又は軍隊に通報するものとする。 

2) 情報の報告 

災害発生後に調査収集した情報は、以下の系統により伝達するものとする。 
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＜災害対策本部設置前＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）災害情報の登録、被害調査の結果については、通信・情報局がとりまとめを行なう。 

 
＜災害対策本部設置後＞ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）災害情報の登録、被害調査の結果については、通信・情報局がとりまとめを行なう。 
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3) 情報収集事項   

(1) 発生直後の場合   

災害の拡大防止、二次災害の防止措置をとるためには、どこでどのような被害が発生し

ているかを的確に把握することが最も重要であり、このために必要な以下のような情報

を収集するものとする。   

1. 高潮注意報、警報が発表されている場合は、沿岸水位の状況  

2. 火災の発生状況、延焼状況  

3. 急傾斜地の被災状況、崩壊危険性   

4. 救助を要する人的被害状況  

5. 建築物の被災状況   

6. 道路、鉄道の被災状況  

7. 避難の必要性、避難状況   

8. ライフラインの被災状況  

(2) 発生後の混乱が終了した後  

災害情報の収集がほぼ完了し、市内の被災状況が把握できた後は、住民の救護、早期の

復旧を目的として以下のような情報の収集を行う。  

1. 被害状況の集約  

2. 被災者の状況  

3. 後方救護の必要性  

4. 災害に対して取られた措置  

5. 災害に対してこれから取ろうとする措置   

4) 情報の伝達手段  

(1) 情報の伝達は有線又は無線電話のうち最も確実・迅速な手段を用いて行う。 

(2) 有線が途絶した場合は、防災行政無線、警察無線、軍無線などの手段を用いる。 

(3) 通信が不通の場合は、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

る。  

5) 州/州災害管理調整委員会への報告 

(1) 報告手段 

災害情報などの報告は、電話およびファクシミリにより行う。 
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(2) 報告先 

災害により多くの死傷者が発生した場合、市は、その状況を直ちに捜索救助隊（SAR）

及び州/州災害管理調整委員会に報告する。また、被害情報及び災害応急対策等を州/

州災害管理調整委員会に報告できない状況が生じた場合には、直接、国（BNPB）に報告

する。  

(3) 報告内容・手順 

州への報告内容・手順は以下による。 

1. 市災害管理調整委員会による正式な行政機関報告としての災害報告は以下を含むも

のとする。 

a. 日付・時間  

b. 報告概要  

c. 災害強度と被災地域 

d. 救助者数、負傷者数、死者数、行方不明者 

e. 避難者総数と避難状況 

f. 被害施設と利用可能性  

g. 被害合計 

h. 既供給支援の種類と量  

i. 必要な支援の種類と量 

j. 州災害管理調整委員会と市災害管理調整委員会の長の意思決定に必要なその

他情報  

2. 包括的な災害情報入手の困難性に応じ、市災害管理調整委員会は以下の 4段階で報

告を行なう。 

a. フェーズ 1  

災害発生後少なくとも 24 時間以内に以下を含む最初の報告を行なう。報告は市災

害管理調整委員会から州災害管理調整委員会に対して行い、州災害管理調整委

員会を通じて BNPB に報告される。  

1) 災害種別  

2) 日付・時間 

3) 発生地 

4) 災害強度 

5) 被災地域 

6) 災害指標 

7) 実施中・実施済みの応急活動 
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b. フェーズ 2 

災害発生後少なくとも 48 時間以内に、以下を含む被災状況報告を行なう。報告は

市災害管理調整委員会から州災害管理調整委員会に対して行い、州災害管理調

整委員会を通じて BNPB に報告される。 

1) 死者、行方不明者、負傷者、家屋被害、避難者数等 

2) 建物、学校、教会・モスク、病院/医療施設、上水、道路・橋梁等交通機関や

エネルビー施設等の公共施設被害と利用可能性 

3) 家屋、田畑/農地/経済施設等住民資産被害 

4) 被害高 

5) 実施済みの応急活動 

c. フェーズ 3 

被災者への必要な支援に関する情報を含む、フェーズ 2 での情報を補強すること

を目的とした以下の項目からなる報告を行なう。 

1) 必要な支援の種類 

2) 必要な支援の量  

3) 既供給支援 

4) さらに必要とされる支援の種類と量 

d. フェーズ 4 

既存報告内容や災害調査チームの評価結果等全ての項目からなる、以下の項目を

含む最終報告を行なう。 

1) 復旧・復興対象物 

2) 優先度 

3) 必要予算 

4) 供給・実施済みの支援一覧（資金、物資、人員、専門家等） 
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2.4 災害情報の広報 

 

実施機関 広報局 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに住民に対して防災に関する

諸対策、災害情報を広報し、人心の安定を図り、必要な行動を促す適切な広報活動を展

開する。 

1) 広報事項 

(1) 発生直後の広報 

1. 集中豪雨などの気象情報  

2. 河川の水位情報   

3. 混乱防止の呼びかけ    

4. 避難勧告・指示・誘導   

5. 出火防止の呼びかけ   

6. 人命救助協力の呼びかけ  

7. 被害状況    

8. 応急対策進捗状況   

9. 避難所などの情報    

(2) その後の広報 

1. 集中豪雨などの気象情報  

2. 被害状況    

3. 応急対策実施状況   

4. 交通機関の状況   

5. 道路交通状況   

6. ライフラインの状況   

7. 物資の供給状況   

2) 広報手段 

災害時に混乱を招かないように、住民に対して、正確で的確な災害情報を伝える必要が

ある。そこで、防災行政無線のほか、以下の方法により、住民に対して正確な情報を提

供し、的確な避難・待機などの指示を送ることとする。 
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(1) 緊急ラジオ放送  

住民に緊急時に正確で的確な災害情報を伝えるために、市内民間ラジオ局（AM/FM）の

電波を通じ、市長から直接市民へ呼びかけを行なう。 

(2) 防災行政無線（固定系）の利用    

防災行政無線を利用して情報提供を行う。 

(3) モスクラウドスピーカー、タブアの利用  

モスクラウドスピーカー、タブア（ドラム）を利用して情報提供を行う。 

(4) 広報車及び臨時広報紙の利用  

必要と認める地域へ広報車を派遣し、音声及び臨時広報紙の配布によって広報に努める。 

(5) 市 HP などの利用  

市 HP およびインターネット等を利用して情報提供を行う。 

3) 災害記録 

被災地の状況を写真などの記録に残し、広報活動の資料とする。   

4) マスメディアの活用 

(1) 広報手段の多元化  

他の地域にいる住民及び家族等に被害状況や安否情報等を伝えるため、積極的にマスメ

ディアに対する情報の提供を行う。  

(2) 受入情報の広報  

救援物資の内容やボランティアの要請等、市が必要としている支援情報をマスメディア

を活用し、広報活動を行う。  
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第3章 応援要請 

災害発生後、災害対策本部（RUPSDALOPS-PBP）は、市外からの支援が必要な場合は、関

連機関へ応援を要請する。  

3.1 国、州レベルの要請 

 

実施機関 社会労働局 

 

大規模な自然災害が発生し、市外からの支援が必要と判断した場合は、災害対策本部の

リーダーを兼務するパリアマン市知事が市災害管理調整委員会に応援を要請する。要請

を受けた市災害管理調整委員会は以下にある組織と連絡を取り、必要とされる支援をパ

リアマン市へ派遣する。主な手続の流れは図 3.1.1 のとおりである。 

• 国、州レベル： 国家防災庁、市災害管理調整委員会 

• 捜索救助隊および関連機関 

• 消防およびインドネシア赤十字 

 

出典: JICA 調査団 

図  3.1.1  関係機関からの応援要請手続（州・国レベル） 
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3.2 近隣の市への要請 

 

実施機関 社会労働局 

 

パリアマン市の周囲には 18 もの県および市がある。これらの隣接する市・県からの支

援は、その距離の点からして、大いに期待できるものと考えられる。 

1) 他市・県からの支援 

非常時に隣接する市・県から以下の支援が受けられるものと想定する。 

• 食料、飲料水、生活必需品等の供給 

• 救助・救援、応急処置、感染症の予防、必要資機材の供給 

• 救助・救援のための車輌供給 

• 救助、医療手当を行なう人材の供給 

• その他要請別の支援 

2) 要請の手続 

パリアマン市が隣接する他市・県より支援が必要と判断した場合、州災害管理調整委員

会を通じて正式な要請を周辺の市・県に行なう。主な手続の流れは図 3.2.1 のとおりで

ある。 

 
出典: JICA 調査団 

図  3.2.1  関係機関からの応援要請手続（市・県レベル） 

RUPUSDALOPS-PBP 

Mayor 
SATOKORLAK-PB 

(Padang) 

Disaster 

information 

request
request

emergency supports and assistances

Kota Pariaman 

Kab. Pasaman Barat 
Kab. Pasaman 
Kab. Agam 
Kab. Padang Pariaman 
Kota Padang 
Kab. Pesisir Selatan 
Kab. Solok 
Kota Solok 
Kab. Solok Selatan 
Kab. Tanah Datar 
Kab. Lima Puluh Kota 
Kota Sawah Lunto 
Kab. Sinjunjung 
Kab. Damasraya 
Kota Bukit Tinggi 
Kota Padang Panjang 
Kota Payakumbuh 



パリアマン市地域防災計画 

 

-3-25- 

3.3 防災関連機関への要請 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

災害時には災害対策本部が緊急対応のための人材派遣を行なう役割を担っている。この

ような緊急時では、水、電気、通信等のライフラインの復旧には、特殊な技能が必要と

される。このため、実施機関は関連機関・企業と協議を行ない、緊急対応が必要となる

場合に、適切なエンジニアを派遣し、迅速なライフラインの復旧を目指すよう事前にと

りきめておく。実際に災害が発生した場合には、災害対策本部が適切な情報確認を行な

い、関連機関・企業に復旧作業を依頼する。主な手続の流れは図 3.3.1 のとおりである。 

 

 
出典: JICA 調査団 

図  3.3.1  ライフライン復旧のための手続 
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3.4 軍への要請 

 

実施機関 陸軍地方司令部 

 

災害対策本部が救命や救護のため、軍からの支援が必要と判断した場合、市長が州災害

管理調整委員会へ軍隊派遣の要請を行なう。パリアマン市からの要請を受けた州災害管

理調整委員会は国家防災庁および軍へ応援を要請する。 

事態が急を要し、正式な手続を踏む時間が無い場合にかぎり、市長は地域の軍部へ応援

要請を直に行なう。 
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3.5 ボランティア 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

過去の災害経験を通じ、NGO をはじめとするボランティアによる災害救援は、非常に大

きな役割を果たすものである。人的資源を活用するために、国家統一・住民保護局がボ

ランティアの需供給を行なうものとする。 

ボランティアの儒供給システムは図 3.5.1 のとおりである。 

 

 
出典: JICA 調査団 

図  3.5.1  ボランティア調整システム 

1) 要請 

国家統一・住民保護局は他の省庁・機関や被災地からの情報を収集し、各対策本部のボ

ランティアに対する需要を把握する。それを、Social Aid 下に設置されるボランティ

ア・センターに伝え、以下の項目を明確にし、ボランティア派遣の調整を行なう。 

• ボランティアを必要とする施設名、避難所などの活動場所 
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Private 
Enterprises 

National Unit Agency 

Evacuation 
Places Refugees

Request and coordinate

Recruiting 

SupplySupply

Request 

Instruction 
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• 必要な技能、資格、知識、経験 

• 必要なボランティアの人数（専門ボランティア・一般ボランティア別） 

2) ボランティアの募集 

既存のボランティア機関やグループだけでは、災害が生じたときに対応できない可能性

がある。そこで、国家統一・住民保護局はボランティア（個人・グループ・組織）の募

集を決定し、災害対策本部下の Sector of Information & Publication がラジオ、新聞、

テレビ等のメディアを通じて募集する。以下の事項を明確にして募集を行なう。 

• 活動内容 

• 活動期間 

• 活動場所 

• 特殊技能、資格、知識、経験 

• 人数 

• 連絡先 

3) 受付 

受付窓口を関連機関が担当し、次の事項について確認し、受付を行う 

• 個人名、組織名、団体名 

• 特殊技能、資格、知識、経験 

• 人数 

• 活動可能期間 

• 現場までの所要時間 

• 連絡方法 

4) 需給調整 

被災地や関連機関からの情報に基づいて、募集ボランティアおよび登録済みボランティ

アを必要な場所に配置する。 

5) 国際ボランティア 

国際ボランティアの受け入れについては市災害管理調整委員会と国家防災庁が対応し

需給を調整する。   
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第4章 土砂災害対策 

4.1 警戒･避難･誘導対策 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

崖地などの崩壊により、危険が予想される地区の住民に対しては、人命の安全を第一と

して、迅速･沈着な避難を行えるよう誘導を行う。また、乳幼児、高齢者、障害者など

の自力避難が困難な災害時要援護者については、関係施設の管理者のほか、自主防災組

織、近隣居住者の協力も得て迅速・適切な避難誘導に努める。 

4.2 二次災害防止対策 

 

実施機関 公共事業局 

 

1) 崩壊危険箇所の安全性確認 

震災により土砂災害等の被害を受けやすい地区については、災害時には巡視し、危険区

域の住民に対して適切なアドバイスを与えると共に、二次災害に備えて崩壊危険箇所の

安全性を確認し、災害対策本部に連絡する。 

2) 崩壊地点の立ち入り制限 

安全が確認されるまで崩壊危険箇所周辺の居住者の避難指示を継続すると共に、警戒区

域の設定、立ち入り制限などの必要な措置を取る。 

3) 捜索活動時の警戒 

行方不明者の捜索活動、応急復旧工事に当っては特に十分な注意、監視を行うものとす

る。 

4) 応急対策 

二次災害による被害の拡大を防ぐための十分な応急対策を実施するために、災害発生時

における施設の点検･現地調査を行う。そして安全が確認された後、直ちに二次災害防

止のための応急対策を行う。 
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4.3 市民への広報･伝達 

 

実施機関 広報局 

 

震災により、土砂災害の危険がある地域住民に対し、テレビやラジオ、自主防災組織に

よる伝達手段を通して、危険区域、避難先、避難経路等の避難情報の伝達や、二次災害

の発生に備えた対応に関する広報を行う。 
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第5章 津波災害対策 

海底地震による地殻変動が発生した場合、津波が発生することが想定される。また、近

海で発生した小さい地震の場合や地震が遠方の海域で発生した場合、揺れをほとんど感

じなくても、突如大きな津波が押し寄せてくる場合もある。西スマトラ州で 2007 年 9

月 12 日に発生したケースでは、地震は大きすぎはしなかったものの多くの住民は地震

を感じていた。しかし、住民は、小さな津波が起こり西スマトラ州の海岸地域、特にパ

ダン市をその津波が襲ったことには気づかなかった。津波高は 2.5m であり、住民は単

なる高潮と考えていた。 

ここでは、津波が発生した場合の応急対策について計画する。 

5.1 津波予警報の受信と伝達 

 

実施機関 運輸局、軍隊、警察長、気象庁 

 

津波は地震発生後短時間で沿岸に到達することから、緊急の避難が必要である。津波警

報については、以下の手順により警報が迅速かつ正確に伝達されなければならない。 

1) 津波予警報 

気象庁（BMG）は、津波予警報を発令する。 

 

Buoy 

Satellite 

BMG SATKORLAK
Member of 
SATLAK 
(5 per.) 

SirenSATKORLAK

Satellite 

Internet Radio 

SMS 
Community

SATLAK
Community

Camat

Voice, Tel, Mosque 
Loudspeaker, Tabuah, 
Car, etc. 

Tel, Mosgue 
Loudspeaker, Tabuah, 
Radio, etc. 

Other Member 
of SATLAK 

Related organs. 
(Gov. organs. 

Public Organs. 
ORARI, etc.) 
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2) 津波予警報の受信・伝達システム 

BMG からパリアマン市への予警報は、次の手順により受信・伝達される。避難の必要性

は、BMG より知らされ、市長が避難命令を発令する。 

 

 

 

 
 
 
 
 

BMG 
Juanda 

In case that evacuation is needed 

SATKORLAK  

 

 
 

Citizens 

Polsek

Camat

SATLAK 

Mayor 
 

Kodim 
 
 

Polresta 
 
 

Koramil

 
 

Kepala Desa
 (Head of 

Desa) 
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5.2 津波発生後の対策 

 

実施機関 市災害管理調整委員会 

 

1) 海面監視 

BMG よりパリアマン市が津波警報、津波注意報を受け取った場合、あるいは近海で地震

が発生して避難の必要が生じた場合は、速やかに沿岸住民および事業所等にモスクの拡

声器及びドラム等で津波注意の喚起を行う。また、直ちに高台等自己の安全が図れる位

置から海面監視を行う。 

2) 避難の勧告・指示 

パリアマン市が BMG より津波警報を受け取った場合、あるいは海面の異常を認められ、

避難の必要が生じた場合は、直ちにモスクの拡声器及びドラム等を用いて、沿岸住民及

び事業所等に避難の勧告、指示を行う。 

3) 報告・連絡 

津波のため、避難の勧告、指示を行った場合、速やかに市長にその旨を報告する。 

BMGにより津波警報等が発表されていない状況下で、パリアマン市が独自に避難の勧告、

指示を行った場合は、市災害管理調整委員会は隣接市・県に連絡する。 

 

5.3 警報伝達がない場合の避難 

 

実施機関 市長、郡長、村長 

 

津波の到達時間は地震発生から 30～40 分である。約 30 分の津波到達時間は、避難する

のに十分な時間ではないことから、沿岸住民は、その安全のために警報の伝達なくても

直ちに高台へ避難しなくてはならない。 

従って、沿岸住民は、地面の揺れを感じたら、たとえ弱くても直ちに海岸を離れ、高台

に避難することとする。海岸では「地震の後には津波が来る」という明確な発想を持つ

ことが重要である。 
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第6章 救援救護 

6.1 救助、救急、医療救護対策 

 

実施機関 保健局 

 

1) 救助、救急体制 

(1) 救助活動の原則 

救助及び救急活動は下記の原則に基づいて実施する。 

• いかなる場合でも人命救助を優先する。 

• 消火及びこれに関係する人命救助活動を優先する。 

• より多くの人命救助を行うための救助効率を考える。 

• 被災者の救助優先度を決めるためのトリアージを実施適用する。 

(2) 情報収集 

救助活動に必要な情報は消防、警察、市民、及び独自情報網等を通じて出来るだけ収集

を図るものとする。病院や大規模ショッピングセンター、ホテル、劇場、その他関連建

物への情報収集には注意を払うものとする。 

2) 医療救護体制 

医療救護班を保健局内に設置し、医療支援情報収集、負傷者受け入れのための病院間の

調整、及び必要場所への医療救護班の派遣を行うものとする。医療救護班は地元医師会

との連携の元で活動する。医療救護班の主な活動内容は以下の通りである。 

(1) 災害医療情報の収集 

病院や診療所及び関連する施設等、医療施設の被害情報を電話等によって収集する。医

師及び医療スタッフの活動や不足医薬品、医療器具、空きベッド等、医療施設の活動状

況に関わる情報収集を行う。 

(2) 医療救護所の設置 

医療救護班による調整のもとに、既存医療施設を使いながら被災地に近い場所に医療救

護所を設置する。必要な医療チーム及び資機材は保健局が提供するものとする。 
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(3) 医薬品および医療器具の調達 

緊急医療のために必要な医薬品及び医療器具は病院、診療所等で利用可能な在庫品を用

いるものとする。調達した医療資機材は医療救護所まで保健局が配布するものとする。 

(4) 医療救護情報の広報 

ケアセンター、病院等の災害時医療情報については保健局が市民への広報を行うものと

する。 

(5) パリアマン市外の医療施設との連携 

大規模災害のためパリアマン市の既存医療施設の処置能力を超えると判断される場合

にはパダンの州保健局の調整の下で県外の医療設備を利用するものとする。集中治療が

必要な重症患者は軍のヘリコプター等を用いて被災地から市外病院へ搬送するものと

する。県外医療施設への医療支援チーム派遣についてはパリアマン市保健局の調整によ

り実施するものとする。 

(6) 医療救護資機材の供給センター設置 

必要な医薬品管理や関連する医療機材等の仕分け及び管理を行うために医療資機材供

給センターを設置する。薬剤師との連携の下で必要な医薬品と関連資機材を要請場所に

配布するものとする。 
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6.2 救急医療体制 

 

実施機関 保健局、インドネシア赤十字 

 

1) 救急医療対策本部 

大規模災害に対応するためには保健省の指示の下に救急医療対策本部を設置するもの

とする。救急医療対策本部設置の目的は災害医療活動の窓口の役割とともに医療チーム

派遣、患者の搬送及び受け入れ等、必要な調整を図る事にある。 

2) 救急医療対策本部の活動 

救急医療対策本部は地元医師会との連携を図りつつ、以下の活動を行うものとする。 

1. 病院、保健所、医師会、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療関係被害情報を電話等

によって収集する。 

2. 医療スタッフの活動状況を含めた医療機関の活動情報や、不足が見込まれる医薬品、

資機材、及び空きベッド数等の情報収集を行なう。 

3. 地域医療センター（SPOT）を被災地に、もっとも近くにある病院との連携の下に開

設する。 

4. 地域医療センターで必要となる医療資機材は救急医療対策本部スタッフが備蓄や利

用可能機関から収集し配布するものとする。 

5. 地域医療センターや病院、クリニック等の場所、診療科目等については災害医療情

報として住民に周知広報を図るものとする。 

6. 被災地外の病院について受け入れ支援体制等の情報収集及び情報提供を図るものと

する。 

7. 重傷者は被災地外の病院へ自動車あるいはヘリコプター等によって搬送するものと

する。 

8. 遺体検視のため遺体安置所へ医師の派遣を行う。また、被災地外からの医療支援チ

ームの受け入れ調整を行う。 

9. 医療支援物資の管理と配布センターを設置する。 
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6.3 医薬品及び医療資機材の調達 

 

実施機関 保健局 

 

医薬品及び医療資機材の不足対策には州保健局へ支援要請を行うものとする。 

 

6.4 精神ヘルスケア対策 

 

実施機関 保健局、宗教機関 

 

PTSD は大規模な災害を経験するとかかりやすい症状の 1 つである。高齢者や若者等の

患者をケアするため、実施機関はヘルスセンターや、医師会、医療ボランティアと協力

し、長い視点で適切な対処を行なう。 
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第7章 消防対策 

パリアマン市で大災害の発生や発生が想定される場合、消防による緊急対応システムを

以下のように計画する。 

7.1 消防組織 

 

実施機関 消防局 

 

• 消防局内に災害緊急対策を実施するための緊急対策室を設置する。消防局長が緊急

対策室の長となる。この組織の元で、地域消防をネットワーク化し災害対応を行う。 

• 警報１～４レベル等に従って、消防局内に特別警戒体制を設置する。 

 

7.2 緊急招集と出動 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

災害への緊急対応を図るため消防署員の緊急招集と出動システムを構築する。 
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7.3 情報収集体制 

 

実施機関 広報局、運輸・通信・情報局 

 

1) 情報収集方法 

被災状況や消防活動については迅速且つ円滑に、電話や関係機関から地震火災消防活動

を適用するための情報収集を実施するものとする。 

2) 情報収集項目 

火災の延焼防止、二次災害防止、倒壊家屋に閉じこめられた被災者の火災からの救助を

目的として、以下の項目について情報収集を行う。 

• 火災発生と延焼 

• 救助活動のための人的被害状況 

• 避難の必要性及び避難状況 

• 道路、橋梁、トンネル、港湾及び鉄道等の被害状況 

• 水道、電気、ガス等の被害状況 

• 消防車、ボート等を含めた支援機材の状況 

3) 情報共有方法 

情報共有には消防通信ネットワークを活用するものとし、また無線、インターネット及

びその他利用可能な方法等を用いて情報共有を図るものとする。 
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7.4 消防活動 

 

実施機関 消防局 

 

消防は災害による被害軽減のための防災活動や人命及び資産保全のための活動を行う。

具体的に以下の活動を行うものとする。 

• 気象情報、水位、高潮、被害状況及び消防活動等の災害情報収集 

• 消防署員による被災状況と災害可能性チェックのためのパトロール実施 

• 住民への気象情報と避難情報の伝達 

• 避難命令が発令された場合の住民避難活動指示 

• 住民防災組織や関連組織と連携した救助活動実施 

• 関連団体と連携した、地滑り、洪水氾濫、高潮等による二次災害防止活動 
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7.5 初期消火活動 

 

実施機関 消防局 

 

1) 住民による初期消火 

大地震発生直後には火災が多発し、延焼する。このような場合、既存消防能力では対応

が出来ず、住民や自主防災組織が手元にある資機材を用いて初期消火に当たる事が必要

である。 

2) 住民による初期消火活動 

住民は地震直後に自ら住む地域の見回りを行い火災発生の有無をチェックする。火災が

発生した場合には、まず消防に連絡することとし、自らも初期消火に努めるものとする。 

3) 住民と企業の協力 

民間企業に設置されている社内消火組織は近隣住民と協力して初期消火に当たるもの

とする。 



第 1 編：震災対策編 

 

-3-42- 

第8章 安全管理/交通対策 

8.1 警察による安全管理対策 

 

実施機関 警察長 

 

1) 安全管理の基本的考え 

自然災害の発生や発生が想定される場合、警察署は管内の緊急対応を図るための安全管

理体制を構築する。安全管理体制構築の主な目的は被災地域住民の生命、財産の保護及

び交通維持にある。安全管理対策に基づいて社会の安全を確保する。  

2) 安全管理体制の構築 

警察署長は自然災害に対処するための緊急対応体制を整備するものとする。自然災害の

警報レベルに従って、安全管理体制は強化される。緊急対応への命令システムが構築さ

れ、関連機関内の災害情報交換体制が強化される。 

3) 緊急災害対策 

• 住民への災害情報の収集と伝達 

• 住民への災害警報の伝達による自治体への支援 

• 自治体及び関係機関との連携による緊急救助活動の支援 

• 必要な時間と場所での住民避難の指揮 

• 円滑な緊急活動を支援するための交通規制と管理 

• 被災地域や避難地での盗難防止のための定期的パトロール 

• 被災地及び避難地での社会の安定を図るためのボランティア活動の支援 
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8.2 海上における警備・救助対策 

 

実施機関 海洋水産局、警察 

 

海洋水産局と警察は、自然災害が発生した場合、人命及び財産の保護のため海上におけ

る警備、救助活動の任務に従事する。主な任務は以下の通りである。 

• 災害の状況に応じた応急体制の確立 

• 災害情報の収集と関係機関との情報交換 

• 関係機関と緊密な連携のもと、被災船舶や沿岸部状況などの広報 

• 船舶に対する避難勧告と避難場所と緊急情報の提供 

• 海難船舶に対する救援活動 
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8.3 道路交通対策 

 

実施機関 運輸局 

 

運輸局は災害情報を分析し、緊急車両通行や住民避難を含めた緊急対応のための緊急交

通網確保を図るため必要な交通規制を行うものとする。具体的に以下の活動を計画する。 

• 被災地においては交通混雑や外部からの流入交通による危険を防止するため、交通

規制を実施する。混雑解消のための迂回路あるいは関連する交通情報を広報する事

と表示を行う 

• 発災直後においては救急車、救助活動車両等の緊急車両通行を第一とする 

• 交通規制を円滑に実施するため、交通情報は警察署や関係機関から収集する 

• 交通規制情報は情報表示板や広報車およびラジオ放送等によって実施する 

• 以下の緊急車両については優先通行車両としてチェック管理するする。すなわち、

避難警報車、消防車、救助活動車、被災施設復旧車、清掃及び消毒、交通規制車、

警察パトロール車、その他関係車両等 
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第9章 瓦礫除去対策 

震災による地滑りや建物崩壊で発生した岩石、砂礫、木材、竹等の瓦礫類は道路交通網

の障害となるだけでなく、被災地の円滑な救援活動実施の障害ともなる。更に、これら

の瓦礫は河川における洪水発生等二次災害を起こす原因ともなる。従って、瓦礫除去は

緊急災害対策の中でも重要事項である。以下の項目を計画する。 

9.1 除去対象 

 

実施機関 公共事業局 

 

瓦礫除去は以下の場合において担当機関によって実施される 

• 人命と財産保全のため緊急瓦礫除去が必要な場合 

• 避難、消火及び救助活動等の緊急対応実施 

• 河川洪水氾濫の防止 

• 交通安全と交通路確保 

• 公共目的に必要な場合 

 

9.2 除去実施者 

 

実施機関 都市計画局、環境局 

 

実施機関は住民、NGO、及びボランティア等と協力して瓦礫除去を実施する。 
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9.3 除去方法 

 

実施機関 全局 

 

実施機関は瓦礫除去に必要なブルドーザー、クレーン、ダンプカー及びその他の関連機

材を用意する。民間の重機や車両等も利用可能なものは必要に応じて瓦礫除去に臨時に

利用する。幹線道路網や河川、水路等の瓦礫除去を優先的に実施するものとする。 

 

9.4 瓦礫仮置き場 

 

実施機関 都市計画局、環境局 

 

瓦礫の仮置き場を公的オープンスペースや民間の土地に用意する。瓦礫集積の際の二次

災害の発生がないよう注意を払うものとする。 
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第10章 緊急輸送対策 

大規模災害の発生時には、被災者や避難者の移送、応急対策に必要な人員、物資の輸送

などの様々な種類の緊急を要する輸送需要が発生する。これらの輸送を迅速かつ適切に

行い、災害対策活動を円滑に進めるために、次のとおり緊急輸送について計画する。 

10.1 輸送手段の確保 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

1) パリアマン市所有車両 

運輸局は、市保有車両のうち、緊急輸送活動に必要な車両をあらかじめ緊急車両として

登録し把握する。各関係機関は、運輸局に対して配車依頼を行い、運輸局から指示され

た車両等を使用する。 

 

番号 車種 車名 登録番号 最大積載量 
(単位；トン、人数) 所有部局 

      
      
      

 

2) 調達要請 

市所有車両だけでは災害対策活動に支障をきたす場合、運輸局は次のとおり車両などの

調達要請を行う。 

(1) 市内の各機関への要請 

• 乗用車、貨物自動車、特殊車両：バス会社、運輸会社に協力を求める。 

• 漁船：漁業者に協力を求める。 

(2) 州への要請 

• 乗用車、貨物自動車、特殊車両 

• 船艇、船舶 

(3) 鉄道会社への要請 

鉄道による輸送が適当である場合は、鉄道会社に協力を要請する。 
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(4) 航空輸送の要請 

航空機による輸送を必要とする場合は、国に対し、軍隊、警察の航空機による輸送を要

請する。 

3) 緊急通行車両の確保 

運輸局は、緊急輸送活動に従事することを認めた車両に緊急通行車両確認証明書を交付

する。運行者は、緊急輸送活動に従事ときのみ同確認証明書を車両に掲示する。 

4) 輸送計画 

(1) 優先目的 

緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況等に応じ、

以下のとおり定める。 

A.  第１段階（発災直後から２日目までの間） 

災害によりもたらされた直接的な被害・死傷等に対応するとともに、災害の混乱を緩和

させるために最優先して必要とされるもので、主に以下のものを対象とする。 

• 救急活動、医療活動の従事者及び医薬品などの人命救助に要する人員及び物資 

• 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

• 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設

保安要員等初動の災害対策に必要な人員・物資等 

• 医療機関へ搬送する負傷者等 

• 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  

B.  第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

災害による被害を軽減するとともに、災害による混乱を収束させ、かつ被害を受けた生

活基盤を復旧するに際して応急的に必要とされるもので、主に以下のものを対象とする。 

• 上記第 1 段階の継続 

• 食料、水等生命の維持に必要な物資 

• 傷病者及び被災者の被災地外への輸送  

• 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

C.  第３段階（発災後概ね１週間以降） 

災害により困難となった当面の生活を支えるとともに、災害復興に必要とされるもので、

主に以下のものを対象とする。 
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• 上記第 2 段階の継続 

• 災害復旧に必要な人員及び物資 

• 生活必需品 

(2) 輸送路 

輸送路については、第 2 部第 7 章「緊急輸送施設の整備」を参照。 
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10.2 輸送路線の確保 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

実施機関は、災害発生時には、管理する路線の被害状況を早急に把握し、障害物の除去、

応急復旧を行い道路機能の確保に努める。その際には、緊急輸送路の確保を最優先に応

急復旧等を実施する。 

1) 交通支障の通報 

実施機関は、輸送路線の確保のため、州、警察等の関係機関と情報の共有を行い、被害

状況を把握、通報を行う。 

2) 緊急輸送路の啓開 

緊急輸送路の啓開について実施機関は、道路管理者の州が行う啓開に協力する。 

• 災害発生後、実施機関は緊急輸送路の被害状況を点検する。道路管理者の州が点検

を行う場合は、実施機関は州に協力する。 

• 道路に流出した土砂などによって、緊急輸送路の機能に支障があると判断される区

間については、実施機関に情報を集約し、道路管理者の州及び関係機関と情報の共

有を行う。 

• 実施機関は、緊急輸送路の重要性、効率性などを考慮して啓開区間の優先順位を決

定し、啓開を実施する。 
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第11章 市民及び民間企業の防災活動 

個人、家族及び地域の安全の確保は、市民や企業相互の防災活動に依存するところが大

きい。市民及び民間企業は以下の対策をとるものとする。 

11.1 市民の防災活動 

 

実施機関 市長 

 

1) 自宅で行うこと 

市民は以下の防災活動を行うものとする。 

• 家族の安全確保に努め、火災発生防止に努める 

• ラジオ、テレビ等で災害の現況情報を収集する 

• 懐中電灯、ラジオ、薬、衣類、貴重品及び緊急食料を準備しておく 

• 飲み水の確保を行う 

• 自宅周囲の安全確認を行う 

• 家族の安全確認を行う 

2) 地域で行うこと 

市民は地域の安全を確保するため以下の防災活動を行うものとする。 

• 市民は近隣における救助活動や救護活動、初期消火等を関係機関に協力して実施す

るものとする 

• 地域内の老人等要援護者の安全確認を行う 

• 軽傷者への応急救護処置を行う 

• 避難勧告等に従って一時避難所に円滑に避難するよう誘導する 

• 地域の防災活動に積極的に参加する 
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11.2 自主防災組織の活動 

 

実施機関 市長 

 

緊急対応を効果的に実施するためには地域住民を取りまとめ、防災活動に熟知した自主

防災組織が重要である。自主防災組織は以下の防災活動を行う。 

• 災害による地滑りや倒壊建物で屋内に閉じこめられた被災者の救助、救護を行う。

応急処置の必要な被災者には手当を行う。医療処置が必要な場合には、負傷者は病

院へ搬送する。地域の老人や要援護者の安全確認は優先事項として実施する。 

• 避難誘導と避難所での地域住民の安全確認は重要である。老人等要援護者の避難所

への移動には地域住民が特に協力するものとする。 

• 災害情報収集や伝達は市民への聞き取りや地域の見回りを通じて実施する。収集し

た情報は地域の責任者に報告し、また地域住民にはパニック防止のため正しく伝達

する。 

• 地域住民は自治体や社会労働局等による飲料水配布や給食活動に支援協力を行う。 

• 避難所の管理・運営は NGO やボランティア等との連携の元で地域住民が行う。 
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11.3 民間企業の防災活動 

 

実施機関 民間企業 

 

民間企業は以下の防災活動を行うものとする。 

• 被害を最小にするために災害及び被害情報を収集し、発災後の防災活動を効果的に

実施することに努める。民間企業は雇用者と雇用者家族の安全確認を行うとともに、

必要な場合には適切な支援を行うものとする。 

• 雇用者への救助及び救護活動は各企業によって被災者に対して実施するものとす

る。 

• 雇用者への避難誘導は各企業によって準備されているマニュアルに従って円滑に

実施する。 

• 民間企業は自社だけでなく地域の自主防災活動にも協力、参加するものとする。 

• 被害調査と応急対応が終了次第、民間企業は地域経済回復のために操業を開始する

ものとする。 
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第12章 避難対策 

災害が発生した場合、二次災害の危険性がある時や余震あるいは地滑りによる危険家屋

がある場合には住民の安全確保のために一時的に避難させることが必要になる。ここで

は、避難準備情報周知、避難勧告及び避難指示、避難誘導、避難所開設等々の避難対策

に関係する事項を以下のように計画する。 

12.1 避難計画 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

1) 避難方法 

地震災害発生後の避難は住民自身で自主避難を実施するものとする。道路被害等が不明

な中で避難路が決められないことから実際の被害状況に応じて避難路を選定するもの

とする。 

2) 避難行動 

(1) 避難勧告/指示（または自主避難） 

地震発生後、下記に該当する場合は、住民は迅速に避難を開始すべきである。  

1. 住宅が全壊あるいは半壊状態で生命への危険がある場合。 

2. 火災発生の危険性が大きい場合。 

3. 地滑りや斜面崩壊の危険性が高い場合。 

4. 津波警報が発令され、住宅への危険性が高い場合。 

5. 市が避難勧告、指示を出した場合。 

原則として、避難場所への避難は自主避難であるが、要援護者等に対しては自主防災組

織や近隣住民が協力し合って避難誘導を行うものとする。 

(2) 一時避難 

避難住民は学校、モスク、公共施設あるいは公園等、近くの避難場所や施設に一時避難

をする。避難所や施設に着いて、自身と家族の安全確認及び住宅状況について地域や施

設管理者に報告するものとする。その後、自宅の安全が確認された場合には自宅に戻る

ものとする。 
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(3) 一時避難施設 

地震発生後、住宅が被災するか焼失した場合や住宅の危険性が続けて高い場合には、避

難施設の安全確認の後避難民収容を継続するものとする。 

(4) 仮設住宅 

避難施設開設後、仮設住宅が建設された場合には避難者は高齢者のいる家族等から順番

に仮設住宅に入居するものとする。 
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12.2 避難勧告等発令 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

地震災害発生後、人命保護と被害拡大防止のため、必要な場合には以下の手順に従って

避難勧告等を（避難勧告と指示を表す）発令するものとする。 

 

警報タイプ 内  容 
避難勧告 災害発生、あるいは発生の可能性が高い場合、住民へ

の避難警報が発令される 
避難指示 大災害発生時、あるいはその危険性が高いと予測され

る場合、住民への避難指示が発令される。避難指示は

避難勧告よりもより強制力がある。 

 

1) 避難勧告等決定基準 

1. 津波警報が発令された場合で建物倒壊や津波による浸水の危険性がある時。 

2. 余震によって建物倒壊の危険性や火災の発生、近隣住民への生命への危険がある時。 

3. 地滑りが発生した時、あるいは発生の危険性があるときで近隣住民の生命への危険

性がある時。 

4. 災害状況によって災害緊急本部が必要と判断した時。 

2) 避難勧告等と指示の実施者 

住民の生命への危険がある場合には市長は危険地区に住んでいる住民へ避難勧告を発

令する、また、危険が差し迫っている場合には避難指示を出すものとするが、市長不在

時や避難指示が出せない場合には業務管掌順位に従って代行者が市長に代わって指示

を出すものとする。また、以下の機関も避難勧告を発令することが出来る。 

 

1. 副市長 

2. 管理・開発補佐官 

3. 国家統一・住民保護局長 
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(1) 補助機関による代行 

災害による危険が差し迫っているときで、市長の了解を待つ時間が無いときや、あるい

は州知事不在時には関係機関が住民の生命保護のために市長に代行して避難勧告を出

すものとする。勧告を出した後、関係機関は災害対策本部に速やかに報告するものとす

る。 

(2) 州知事による代行 

市の災害対策本部がほとんどの役割が大災害のために実施出来ない場合には、州知事が

市長に代わって、一部または全ての権限を代行するものとする。州知事は業務の開始と

終了を公示するものとする。州知事が市長職務を代行した場合には、州知事は市長に代

行した職務内容を報告するものとする。市長が本来の業務に戻った場合には、州知事は

直ちに代行した権限を移管するものとする。 

3) 避難勧告等の内容 

避難勧告等を公示した者は避難対象となる住民に以下の点を明確に警告または指示す

るものとする。 

1. 避難すべき理由 

2. 避難誘導または指示対象地区 

3. 避難場所 

4. 避難路 

5. 避難の際の注意点 

4) 避難勧告等伝達体制 

避難勧告等の伝達はラジオやモスクのスピーカー、広報スピーカー車、伝統的なタブア

(ドラム)等によって実施する。パリアマン市レベルでは避難勧告等を広報する体制整備

が必要である。特に、集団ヒステリー等を起こしかねないような誤解を生じさせないた

めにも必要な措置である。 

5) 報告等 

(1) 関係機関への報告 

市長が避難勧告等を発令した場合、あるいは他の機関が避難勧告等を発令した報告を受

けた場合には、州知事及び関係機関に状況報告を行うものとする。 



第 1 編：震災対策編 

 

-3-58- 

(2) 住民への周知 

避難勧告等が発令された場合、あるいは他の関係機関が避難勧告等を発令した報告を受

けた場合には、市の通信システムを用いて住民に状況説明を行うものとする。また、避

難勧告等が解除されたときにも住民に状況説明するものとする。 

6) 避難勧告等解除  

市長は、避難勧告等が必要ないと判断された場合、避難勧告等を解除し、直ちに公示す

るものとし、州知事に報告するものとする。 
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12.3 警戒区域の設定 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

災害発生時、または発生が迫っているときには災害からの人命保護や被害の拡大を防止

するために必要性が認められている場合に警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する

もの以外に対し、当該地域への立ち入り制限、禁止、または退去を命じるものとする。 

1) 警戒区域設定の周知広報 

警戒区域設定の措置は市長によって命令されるが、知事不在や警戒区域設定命令が出せ

ない場合には、責務序列に従って市長同様の責務を代行するものとする。また、以下の

機関が警戒区域設定の権限を持つものとする。 

 

1. 副市長 

2. 管理・開発補佐官 

3. 国家統一・住民保護局長 

 

(1) 補助機関による代行 

災害の危険性が差し迫っている時で、市長の決定を待つゆとりがない時や不在時には関

係機関は住民の生命保護のために市長に代わって警戒区域設定を行うものとする。 

補助機関として以下の機関を示す: 

• 運輸・通信・情報局(BMG 関連) 

• 公共事業局(河川水位上昇及び地域状況に関連) 

関連機関による警戒区域設定の公示後、直ちに災害対策本部に報告するものとする。 

(2) 州知事による代行 

災害規模が大きいため、市の災害対策本部が責務を果たせない場合には、市長の全職務

あるいは一部を州知事が代行するものとする。州知事は職務開始と終了を公示する。州

知事が市長の職務を代行する場合には州知事は市長に代行活動についての報告を行う

ものとする。市長が職務に戻った時には市長は代行職務権限を直ちに市長に返還するも

のとする。 
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12.4 避難誘導・移送 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

1) 避難誘導 

1. 避難誘導は Muspika（町村長、町村警察と軍等）と自主防災組織の連携によって実

施するものとする。 
2. 学校や公共施設では施設管理者が避難誘導を行うものとする。 
3. 避難は要援護者から優先して行い、次いで住民の避難を行うものとする。 
4. 避難誘導を行う者は避難路の安全確認を行った上で、避難所へ移動する際の事故を

避けるために危険箇所の表示を行うものとする。 
5. 避難に際しては、危険を避けるために自主防災組織や近隣で集団として行動するこ

とに努める。 
6. 避難に際しては、避難所での混乱や危険を避けるために住民の持ち物は最小限にす

るよう指導するものとする。 

2) 移送 

避難者が自力で避難できない場合や遠隔地の避難所へ移る必要がある場合には、車両や

他の交通手段で移送する。 

3) 特定施設滞留者への対応 

(1) 不特定多数者の滞在施設における対応 

ホテルやデパート、競技場等不特定多数の人々が滞在している施設管理者は災害後の混

乱を防止するために自らの施設を把握した上で迅速且つ効果的な避難実施に努めるも

のとする。また、平常時から近接した避難所を確認し、災害時には迅速に近くのまたは

指定の避難所に誘導するものとする。 

4) 大規模災害時の広域避難 

(1) 近隣の他市・県、郡等への避難 

大規模災害時に指定された避難所が利用不能の場合や、安全でない場合には市長は州知

事に近隣他市・県の避難所の利用を要請、報告するものとする。郡レベルでは郡長が市

長への要請と報告を行う。 
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緊急時や州知事不在時、あるいは通信システムの混乱時、及び州知事や市長への要請、

報告が不可能な場合には市長や郡長は直接近隣他市・県や郡に避難要請できるものとす

る。 

遠隔地の郡で近隣他市・県への連絡しか方法がない場合には、郡長は職務権限を用いて

近隣他市・県への避難所設置を行う事が出来るものとする。 

(2) 避難方法 

基本的には避難者の搬送は市が実施するが、大規模災害の場合には交通機能が混乱する

と考えられることから、このような場合には、近隣市・県や郡に避難者搬送の要請を行

うものとする。道路の閉鎖で陸送が出来ない場合には海上、航空輸送等、柔軟に可能な

方法で搬送するものとする。 
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12.5 応急避難所の開設と管理・運営 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

1) 災害対策本部開設前の自主避難 

災害発生時や住民に被害の危険性があることにより避難の必要性を感じたときには、避

難施設管理者は住民の安全確保のために避難者を受け入れるものとする。避難者を受け

入れた場合、管理者は直ちに国家統一・住民保護局に報告するものとする。 

2) 応急避難所の開設 

(1) 応急避難所開設基準 

避難誘導が発令された時、及び自主的な避難が必要となった時、災害対策本部は避難施

設管理者とともに事前に決められた応急避難施設の安全性を協議、検討し、応急避難所

を開設する。 

災害対策本部が判断対応できないほど緊急の場合には、避難所施設管理者が応急避難所

を開設するものとする。 

(2) 開設期間 

応急避難所開設の期間は被害状況や住宅の応急修理、及び仮設住宅建設状況等を考慮し

て決定するが、国家統一・住民保護局と施設管理者の協議によって延長出来るものとす

る。 

3) 避難所への入所 

(1) 収容対象者 

1. 住宅被害を受け、居住場所を失った者。 

2. 住宅被害を受け、直ちに避難の要がある者。 

3. 被害を受ける可能性があり、直ちに避難の要のある者。 

4. 地域外から来た者で、帰宅が困難である者。 

5. 災害によって生活の自立が困難な者。 
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(2) 避難所への誘導 

市職員、Muspida（市長、警察長、軍司令）、及び防災担当の公人・宗教者は連携して避

難者を避難所へ誘導するものとする。 

下記の点に留意するものとする。 

1. 避難路の安全確認とともに危険地区への進入を避ける。特に、夜間の避難時には照

明利用等、特に注意を払うものとする。 

2. 昼夜間を問わず、避難を容易にするために避難路沿いの危険物表示や避難路の表示

を行う。 

3. 避難施設管理者と事前に避難優先順序を協議して決定しておくものとする。 

4. 要援護者のいる家庭は家庭単位で避難する者とする。 

4) 応急避難場所の管理・運営 

市職員には限りがあることから、全ての避難所に人員配置を行う事は難しく、避難所ご

との責任者が管理者となる。従って、応急避難所の管理・運営は避難者自身で実施する

ことになる。この点については、自主防災組織リーダー等の防災対策訓練等を通じて住

民への周知と理解を図るものとする。避難所の人員が不十分な場合には市の責任で避難

所管理を行い、施設の良好な管理を図るものとする。 

(1) 避難所の管理・運営主体 

応急避難所の管理と運営は施設管理者が当たるものとするが、実際の運営管理は自主防

災組織や地元住民が行うものとする。避難所ごとに、避難者は管理・運営委員会を組織

するものとする。 

(2) 避難所運営委員会の基本的役割 

避難所開設後の運営委員会の役割は下記の通りである。 

1. 災害対策本部からの情報の伝達。 

2. 住民の安全確保、避難者リストの整備。 

3. 避難所運営に関わる全ての事項の協議、決定及び調整。 

4. 避難所生活でのルールの徹底（清掃、ゴミ処理、衛生管理、外部からの問い合わせ

対応等）をはかり、避難所での秩序を維持する。 
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(3) 避難所運営委員会の構成と役割 

避難所運営委員会は自主防災組織、施設管理者、市職員、及びボランティア等で構成す

るものとし、おのおのの役割は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避
難

所
運

営
委

員
会

 

総務班 

自主防災組織 情報広報班 

救護班 

食料物資班 

施設管理者 

市職員 

ボランティア 

避難所の安全確保 
機材、備蓄品確保 
避難所配置計画設定 
避難所ルールと清掃管理 

施設本来機能の復旧支援 

避難・安否状況把握等情報収集 

避難所生活に必要な情報提供 

地域現況に対応する情報公布 

ボランティアの窓口 

応急救護テントの早期設置 
救護者の状況把握  
ボランティアの協力体制作り 

災害規模に応じた体制作り 

防災ボランティアへの呼びかけ 

避難所設置と避難者への救援活動支援 

使用禁止区域決定と表示

避難所の円滑な運営と各避難所間格差の解消 

避難所運営状況の情報収集

自主防災組織と連携した避難所運営 
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(4) 避難所の役割 

避難所は避難者の収容だけでなく災害時の都市機能麻痺等の場合には地区住民の支援

も行う。また、地区防災基地としての役割も持つものである。 

避難所は下記の役割を持っている。 

• 飲料水、食料及び日用品の配布、要請拠点となる。支援要請が大きい場合には、避

難所の備蓄倉庫等が十分でないことから、また、避難所の交通集中を避けるために

市災害管理調整委員会を通じて援助を受けるものとする。 

• 医療・救護の拠点 

• 情報伝達の拠点 

(5) 避難所の状況報告 

避難所の状況に関わる報告は避難所開設時と運営時に行う。連絡先、報告内容等は下記

の通りである。 

A. 避難所開設時 

災害対策本部は州災害管理調整委員会と関係機関に直ちに報告を行う。緊急時には避

難所を開設した避難所管理者が直ちに災害対策本部に報告を行い、災害対策本部は州

災害管理調整委員会と関係機関に報告する。 

B. 避難所運営時 

避難所管理者は避難が一段落した段階で避難者数、避難者の健康状態、及び関係する

必要事項等について災害対策本部に報告を行う。その後の状況について避難所管理者

は避難所の状況について毎日、 災害対策本部に報告を行う。また、  災害対策本部 は

収集情報を要約し（主に避難者数）、州災害管理調整委員会と関係機関に報告を行う。  

5) 避難所の環境整備 

(1) 医療・保健体制の整備 

避難所での避難者の状況を把握し、必要な医療、保健体制を整備する。避難生活が長期

にわたる場合には、保健活動を行うために医師、看護師の派遣を行う。更に、心的スト

レス緩和のため、必要に応じて避難所へカウンセラー派遣に努めるものとする。 

(2) 避難者の健康管理 

医師、看護師は避難所を訪問し、状況に応じて健康及び栄養管理等のアドバイスを行う。

健康の悪化している避難者は病院へ入院させるものとする。 
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(3) 長期避難生活への対応 

避難生活が長期間に及ぶ場合には、避難生活支援のために緊急物資以外にテレビ、エア

コン、冷蔵庫、調理用具、掃除機等を調達するように努める。空き地、公園等にはシャ

ワーや洗濯用の給水、洗濯機の設置を行い、また、衛生管理につとめるものとする。 

(4) プライバシー保護 

長期避難生活に対応して、避難所でのストレス拡大を招かないよう出来るだけプライバ

シー保護に努めるものとする。 

(5) 避難所外の被災者への対応 

避難所に全ての被災者を収容できない場合には一部の被災者は空き地や公園でテント

生活をすることとなるが、これらの被災者にも特に生活物資、その他設備支援のために

注意を払う必要がある。 

 

6) 要援護者への配慮（特に高齢者及び障害者） 

• 避難誘導と指示準備に際して、避難準備情報が周知広報され、この情報によって避

難に時間のかかる要援護者の避難行動が開始される。 

• 市と施設管理者は自主防災組織と連携して要援護者の安全確認と 避難対策を行う。 

• 避難所での生活環境確保及び仮設住宅への収容に際しては、社会労働局、ボランテ

ィア、福祉施設の協力で、以下の点に注意を払うものとする。 

1. 要援護者の所在把握と迅速な避難誘導。 

2. 寝たきり老人等、特別な介護を要する人の福祉施設への移送。 

3. 特別介護を要する人の受け入れ可能施設としての福祉施設の指定。 

4. 必要に応じ福祉施設の活用。 

5. 避難所での生活環境確保と車いすの調達。 

6. 避難所での健康状態把握。 

7. 心的ストレス障害のようなメンタルケアの実施。 

8. 要援護者への情報提供。 

9. 仮設住宅への優先入居。 
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第13章 パニック防止対策 

大地震発生の際には、様々な被害が、様々な場所で同時に発生する。災害による社会的

パニックが発生する事も想定される事から、パニック防止のため以下の事項を計画する。 

13.1 情報不足によるパニック防止 

 

実施機関 警察長 

 

大地震災害発生直後、電話の輻輳、停電によるマスメディアからの情報不足、デマ等の

不確かな情報や、あるいは情報氾濫等による住民間の社会的パニックを防止するために

以下の対策をとるものとする。 

1) 災害の推移に対応した必要情報の提供 

地震発生直後から復旧、復興段階まで必要情報は時間的に変化する。情報の氾濫による

社会的パニックを避けるために、災害状況に対応した適切な情報を提供するものとする。

以下の事項を計画する。 

1. 地震発生直後、災害状況、津波、余震、二次災害防止、避難、救援活動及び政府

の活動等々の災害情報を中心として、活発に提供するものとする。この段階では、

社会的安定と正しい情報提供に注意を図るものとする。 

2. 飲料水の提供、食料、日用品等は災害発生直後の社会パニックの沈静を待って実

施するものとする。 

3. ライフラインサービスの再開や交通、物流、医療サービス、学校の再開、及び日

常生活再開に必要な行政情報等々は主として災害発生後３日で提供するものとす

る。 

2) 多様な情報提供手段 

住民への災害情報提供にはラジオ、ＴＶ、インターネット、ＳＭＳ，ヘリコプター等多

様な手段を用いるものとする。災害後にはニュースレターの作成発行も行うものとする。 
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13.2 交通パニックの防止 

 

実施機関 運輸・通信・情報局 

 

地震火災防止や被災後の避難、緊急対策要員や物資の緊急輸送等について、以下のよう

に計画する。 

1) 市による対策 

4. 応急災害対策本部は道路輸送情報の収集を行い、災害状況を正確に把握するものと

する。 

5. 近隣市・県と接続する幹線国道網上の障害物は、車も含めて関係機関により円滑に

除去するものとし、一般車両通行用の代替路を指示する連絡網を開設する。 

6. 障害物除去と緊急輸送路への必要な土盛り等は優先的に実施するものとする。 

7. 緊急車両通行レーンへの一般車両通行規制情報と代替路情報は各種メディアを通

じて広報するものとする。 

2) 防災対策機関による対策 

1. 緊急車両及び避難者の搬送確保のためには警察が車による避難の制御と規制を行

うものとする。 

2. 警察は被災地域の交通規制を行うものとする。 

3. 道路管理に関係する機関は道路上の障害物を除去するものとする。 
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13.3 避難時のパニック防止 

 

実施機関 市長 

 

避難指示が発令された場合や広域災害時の人的被害減少のため、通勤者、学生、一時的

滞在者等を含む住民に避難指示があった場合、以下の事項を計画する。 

1) 市による対策 

1. 避難指示/勧告はラジオ放送で広報するものとする。広報車は道路状況や火災延焼

状況を考慮して利用するものとする。 

2. 避難場所管理スタッフは情報提供を行うとともに必要な活動を行うものとする。 

3. 被災地の安全確認の後、帰宅できる者は自宅に戻るものとする。自宅に戻れない者

は避難場所に留まるものとする。 

2) 防災対策機関による対策 

1. 関係機関は各任務に基づいて必要な避難対策を行うものとする。 

2. 緊急避難実施の際、警察は被災地と避難場所の定期的パトロールを行うものとする。 
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13.4 公共施設でのパニック防止 

 

実施機関 警察長 

 

駅舎や商業施設を含め、不特定多数の人々が利用する公共施設管理者は利用者の安全の

ため、以下の防災対策を実施するものとする。 

1. 災害状況を説明し、被害の広報及び利用者への警報を出すものとする。 

2. 管理している施設を避難に用い、必要に応じて利用者が地域の避難場所として利用

するよう図る。 

3. 避難時には障害者や高齢者、乳幼児、妊婦等を優先して避難させるものとし、必要

に応じて特別な配慮を払うものとする。 

4. 自主避難や救助救援が困難な場合には、関係機関に支援スタッフ、資機材、障害物

除去、及び交通規制等を要請するものとする。 
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第14章 救援／救護対策 

大災害発生時には多くの被災者が家屋倒壊やライフライン機能の停止によって食料供

給を含めて食事を行うことが出来なくなる。更に、被災者は異常事態の中で通常の市場

から日々の食料を得ることも出来なくなる。従って、社会の安定のためには被災者への

水、食料、日用品等の供給が必要である。 

大災害によって発生した大量のゴミや瓦礫を迅速に除去することが必要であり、また、

被災地の感染症防止対策を実施することが必要である。負傷者への治療や救助、行方不

明者の捜索も重要な活動である。このような観点から、下記の事項を計画する。 

14.1 食料対策 

 

実施機関 社会労働局、インドネシア赤十字 

 

応急配給を備蓄食糧や地元調達によって、被災者及び救助活動従事スタッフに対し実施

するものとする。 

1) 応急配給の条件 

応急配給は避難者と救助活動従事者について実施する。 

2) 応急配給の対象 

応急配給は1)一時避難所に収容された被災者、2)家屋被害で自らの食事が作れない人、

及び 3)救助作業に従事している者に対して焚き出しによって実施する。 

3) 実施期間 

応急配給は災害発生日から開始し、給食の必要が無くなった日まで継続するものとする。 

4) 食料品の調達 

米、麺類、インスタント食品、ミルク、砂糖等の必要な食料は地域のマーケット等から

調達するものとする。 
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5) 食糧備蓄 

緊急用の食料は市オフィスや市庁舎の郡村役場、あるいはインドネシア赤十字等の関係

機関に備蓄するものとする。 

6) 配送 

市交通局は緊急車両を用意して必要箇所に食料配送を実施する。 

7) 応急配給の実施場所 

応急配給は避難所で実施する。老人や要介護者等で避難所に行けないものにはボランテ

ィアや住民ネットワークを通じて食事の配達を実施する。 
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14.2 給水対策 

 

実施機関 水道公社、公共事業局 

 

被災者に対しては応急の給水を実施するものとする。 

1) 給水量 

応急給水量は一人一日あたり、３リットル程度を給水目標とする。 

2) 実施期間 

応急給水は災害発生の日から給水の必要が無くなる日まで実施する。 

3) 給水場所 

応急給水は避難所や防災センター等の指定場所で実施するものとする。 

4) 給水方法 

応急給水は指定された場所と給水スケジュールに従って給水トラックによって実施す

る。老人や要援護者等で給水場所に行けない人にはボランティアや住民ネットワークを

通じて給水を実施するものとする。 
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14.3 生活必需品対策 

 

実施機関 社会労働局 

 

大災害による家屋被害等で衣類、寝具、台所用品、洗剤、その他生活必需品を失った被

災者に対して支給するものとする。 

1) 実施機関 

社会労働局を被災者への生活必需品支給の実施機関とする。 

2) 実施期間 

生活必需品支給は災害発生の日から、必要の無くなる日まで実施するものとする。 

3) 生活用品の調達 

生活用品は備蓄あるいは社会労働局の管理のもとで地域業者から調達する。調達したす

べての物資は市の防災センターに集め、必要な避難所に配布するものとする。 

4) 物資の管理 

社会労働局の担当者は物資管理を行うものとする。 

5) 物資の配送 

交通局は日用必需品を備蓄場所から必要な避難所に配送する配送体制を整備する。日用

品の品目及び量については配送先に配布する前に記録しておくものとする。配布品すべ

てについてリストを作成し、社会労働局を通じて緊急災害対策本部の責任者に報告する

ものとする。 

6) 物資の配布 

日用物資は避難場所において個々の避難者に避難所管理者の管理のもとで配布するも

のとする。また、被災による貧困状態のため社会労働局に日用品配布を要請している

人々にも配布するものとする。 
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14.4 被災地外からの物資の受け入れ 

 

実施機関 社会労働局 

 

被災者に必要な生活必需品を供給するために、社会労働局は被災地外からの救援物資を

受け入れるものとする。 

1) 救援物資の受け入れ 

被災者に必要な救援物資リストを関係機関からの要請に基づいて作成する。救援物資リ

ストの内容、送付先、収集期間を決め報道機関等を通じて広報するものとする。 

2) 救援物資の受け入れ場所 

社会労働局によって指定された受け入れ場所が被災地外からの救援物資受け入れの窓

口となる。すべての救援物資は空輸または陸上輸送によって運ぶ。 

3) 救援物資の配布と管理 

受け取った全ての救援物資は受け入れ場所の管理者の下で受け取りの日付、量、配布の

日付、品目、場所と配布量等に従って仕分けし、リスト化するものとする。 

 



第 1 編：震災対策編 

 

-3-76- 

14.5 簡易トイレ設置対策 

 

実施機関 公共事業局 

 

簡易トイレは、主に避難地に設置し、数量は避難者の数や避難場所の状態により適切に

配置する。さらに公園等の公共の場所にも必要に応じて簡易トイレを設置し、自宅が崩

壊して困難な状況にある住民のために開放する。簡易トイレの衛生面は、実施機関や地

元コミュニティによって適切な状態に保持するよう努める。 
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第15章 行方不明者の捜索 

15.1 行方不明者の捜索と遺体処理 

 

実施機関 捜索救助隊、保健局、国家統一・住民保護局 

 

1) 行方不明者と遺体の捜索 

被災地での行方不明者の捜索はパダン及びパリアマンの捜索救助隊の専門家によって

実施する。捜索救助隊の管理の下で海軍及び海兵隊も捜索活動に参加する。地域住民も

地域の長のもとで不明者の捜索に参加するものとする。 

発見された行方不明者が生存している場合には必要な治療を行うために自動車や場合

によってはヘリコプター等、可能な搬送手段を用いて指定病院に運ぶものとする。また、

名前や住所、性別、連絡先等の個人情報を記録しておくものとする。 

行方不明者が遺体で発見された場合には、最も近い医療センター（POST）に収容するも

のとする。本人確認と医師による遺体処置の後、遺体を指定病院に搬送する。最終的に

病院での家族や親族による確認を経て、遺体は家族に引き渡すものとする。   

2) 遺体安置所の設置 

大災害の場合には遺体安置所設置が必要である。被災地近くのモスクや体育館等の大き

な建物を安置所に指定する。防災計画の一環として候補建物の選定を事前に実施するも

のとする。遺体安置所では検死、遺体洗浄、家族による確認及び引き渡しを行うものと

する。  

3) 市民への情報提供 

どの家族からも確認のない行方不明者については身体的特徴、所持品、衣服等の記録の

ために写真撮影をする。この情報は自主防災組織やインドネシア赤十字による TMS サー

ビスを通じて市民に広報するものとする。  
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15.2 検死と遺体搬送 

 

実施機関 保健局 

 

遺体検死は最初に警察が行う。遺体は地域住民やボランティアの協力を得て関係機関が

応急治療所や近隣の病院へ搬送するものとする。 

 

15.3 遺体の収容 

 

実施機関 保健局 

 

被災地近傍に遺体を収容するための遺体安置所を設置する。搬送された遺体は医師によ

って必要な処置と検案を行う。男女の別、体格、衣類、年齢、及び身体的特徴等の個人

確認資料を細かく調べ記録にとるものとする。 

 

15.4 遺体処理 

 

実施機関 保健局 

 

医師及び関係者は遺体処理を行い傷の状況チェック、必要な縫合手術実施、洗浄等々を

行う。処理の後個人確認資料に基づき、遺体を家族に戻すものとする。 

 



パリアマン市地域防災計画 

 

-3-79- 

15.5 遺体埋葬 

 

実施機関 清掃・環境局 

 

死者数が限られている場合には葬儀、埋葬は家族によって行うが、大災害で死者が多数

の場合には個別に埋葬する事は不可能である。パリアマン市長は大災害時には大量埋葬

を発令するものとする。 

 

15.6 住民への情報提供 

 

実施機関 広報局 

 

どの家族や親戚からも身元確認のない者については、写真、個人的特徴等を住民ネット

ワークやインドネシア赤十字社による TMS サービスを通じて住民に公示するものとす

る。 
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第16章 清掃・衛生・防疫対策 

16.1 保健衛生対策 

 

実施機関 保健局 

 

1) 被災地域の衛生対策 

被災地域の衛生維持及び伝染病防止のために衛生対策を実施する。公衆トイレやシャワ

ー設備を避難所に設置するものとする。 

2) ストレス障害対策 

自然災害により、PTSD のような精神に重大なストレスやダメージを受けた人には心的

ケアが必要である。医師及びボランティアは保健局との連携の下に子供、老人、市民の

精神的ダメージ回復のために共同して活動を行うものとする。  

 

16.2 ゴミ処理対策 

 

実施機関 都市計画局 

 

大災害時には建物倒壊によって大量のゴミが発生する。再建のためには被災地のゴミ撤

去と清掃が必要である。災害時ゴミ処分場が必要となる。収集したゴミは、処分する前

に内容ごとに分別する。木材、竹、その他関連ゴミは処分場で焼却するか地元家屋再建

に際し再利用を図るものとする。その他のゴミは埋め立て処分するものとする。 

 

16.3 屎尿処理対策 

 

実施機関 都市計画建設局、環境室 

 

避難所では屎尿処理対策が必要である。避難者用に簡易トイレを設置する。屎尿は埋め

立て処分等により適切に処理するものとする。 
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16.4 防疫対策 

 

実施機関 保健局 

 

大災害が発生した場合には、被災地域、特に避難所での感染症防止対策が必要である。

避難者の避難所及び被災地域での健康と衛生管理が重要である。避難所で感染者が見つ

かった場合には早急に患者の病院への輸送や治療を行うものとする。被災地での感染症

防止対策のため以下の事項を実施するものとする。 

• 被災地及び避難所での患者及び感染者の早期チェック実施と、必要な防疫対策の実

施。 

• 必要に応じて被災地及び避難所での防疫を進めるための消毒実施。 

• ワクチン接種。 

• 地域の自主防災活動との連携の下で感染症予防のために必要な情報及び指示事項

の広報。 

• 関係機関で地域の消毒に必要な消毒薬、機材を準備する。 

• 感染症患者の受け入れ病院を事前に指定しておく。 
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第17章 学校防災対策 

大災害発生の場合の、児童や生徒の安全対策、学校施設の安全管理及び応急教育実施等

を計画する。 

17.1 学校施設の管理 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

大災害発生後、各学校長は児童、生徒、教職員等の安全確認を行うものとする。その後、

各学校長は学校施設の被害を調査し、施設現況について郡村役場を通じて市の青少年・

スポーツ・教育局に報告するものとする。郡村役場からの報告に基づいて青少年・スポ

ーツ・教育局は被災地域の学校施設被害状況リストを作成し、応急教育計画を策定する

ものとする。 
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17.2 児童、生徒への安全対策 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

1) 児童、生徒の避難対策 

学校長は児童、生徒の在校中に大災害が発生した時には学校の決めた防災計画に従って

児童、生徒の避難対策を実施する。学校及び周辺地域の安全確認を行った後、児童、生

徒を教職員の指示にしたがって両親のもとに帰宅させるものとする。 

被害の状況によって児童、生徒を両親のもとに帰宅させることが困難な場合には事前に

定めた避難所に避難させるものとする。児童、生徒は校長の安全確認の後に帰宅させる

ものとする。障害児や特別な配慮が必要な児童、生徒には教師から保護者へ直接安全確

認の連絡を取るものとする。 

2) 児童、生徒の安否確認 

学校長は休日や夜間等に災害が発生した場合には教職員等との連携の下で電話等によ

る児童、生徒の安否確認を行うものとする。 

3) 応急教育の実施 

学校施設が大きな被害を受けた場合、青少年・スポーツ・教育局は被災地の利用可能な

建物を使って応急教育を実施する。教育局は必要に応じて被災地域へ臨時教員や学校職

員を配置するものとする。学校長は応急教育スケジュールと授業計画を作成する。学校

施設の完全復旧の後、学校長は平常教育再開予定を保護者に連絡するものとする。 

4) 授業料免除等 

被害を受けた児童や生徒の授業料は免除するものとする。学校長は被害状況を確認し、

直ちに免除手続きをとるものとする。 
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17.3 学用品等の調達と支給 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

学校長は災害後、教科書、ノート、鉛筆等の学用品類の被害状況を確認し、郡村役場を

通じて青少年・スポーツ・教育局に報告するものとする。被災地からの被害報告に基づ

いて青少年・スポーツ・教育局は必要な教材を収集準備するものとする。これらの教材

は郡村の青少年・スポーツ・教育局を通じて被災地の児童、生徒に支給するものとする。 

 

17.4 教育施設の管理 

 

実施機関 青少年・スポーツ・教育局 

 

図書館や博物館、体育館等の教育施設の管理者は緊急管理マニュアルにしたがって利用

者の安全対策を実施するものとする。 
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第18章 住宅及び宅地対策 

大災害時には多数の住宅が震災の影響を受けることとなり、その結果、被災者は住宅を

失う事となる。これらの被災者を支援するための仮設住宅建設や住宅補修について以下

の通り計画する。 

18.1 被災家屋調査 

 

実施機関 公共事業局 

 

1) 事前準備 

被害家屋数等を知るために被害情報を収集する。調査員と調査用具準備を行い、公共事

業局が建物被害調査を実施することを広報するものとする。 

2) 調査方法 

第一次被害調査と被害判定のために調査員一組で建物の外観の目視調査を実施する。こ

の調査で得た結果に基づいて、必要家屋に対して建築専門家による詳細調査を実施する

ものとする。 

3) 家屋被害リストの作成 

公共事業局は調査結果を家屋被害リストに取りまとめ、将来必要となる証明書作成に用

いるものとする。 
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18.2 被災宅地調査 

 

実施機関 公共事業局 

 

二次災害を防止するためと被災地住民の安全確保のために被災宅地の調査を実施する。 

1) 事前準備 

被災量を知るために被災宅地の情報を収集する。調査員と調査用具を準備し、公共事業

局が調査実施の広報を行う。 

2) 調査方法 

第一次調査と被害判定のために三人一組で被災宅地の目視調査を実施する。住民の要請

により二次災害防止のための被災宅地の復旧や状況改善のため、出来るだけ技術的なア

ドバイスを行うものとする。 

3) 被災宅地調査と判定結果の表示 

二次災害防止や軽減のために調査及び判定結果を調査箇所に表示して広報するものと

する。 
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18.3 応急仮設住宅建設と被災住宅の応急修理 

 

実施機関 公共事業局、住民育成局、社会労働局 

 

被災により住宅を失った人や資金的に自力で住宅再建が出来ない人のために仮設住宅

を建設するものとする。被災住宅の応急修理も住生活安定のために実施する。 

1) 実施機関 

市災害管理調整委員会（公共事業局）と住民育成局が被災地における仮設住宅建設と被

災住宅の復旧、リハビリの実施機関である。 

2) 仮設住宅建設 

仮設住宅は以下のどれかのカテゴリーに該当するものに対し入居を認めるものとする、

1)住家が全壊、全焼した者、2)住家を持たない者、3)自らの資産を持たない高齢者等要

援護者。 

公共事業局と社会労働局は共同して被災者への住居提供を行うものとする。 

3) 建設場所 

仮設住宅建設場所は安全で既存の商業施設や学校、病院等に近い場所に選定する。建設

戸数はパリアマン市知事が決定するものとする。 

 

4) 被災住宅の応急修理 

公共事業局と Community Empowerment Board は被災地の応急住宅修理を実施、支援す

るものとする。被害が軽微な住宅を応急修理の対象とする。このような応急修理は災害

後一ヶ月以内で完了するものとする。 
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第19章 ライフラインの応急対策 

日常生活に関連した、上水道、下水道、電気、電話等の施設が被害を受けた場合、公共

性を考えて迅速で的確な応急対策を下記の通り計画する。 

19.1 ライフライン復旧情報 

 

実施機関 公共事業局、国家統一・住民保護局 

 

水道、下水、電気、電話等の生活関連施設の応急対策については、各施設の事業者ごと

に適切に復旧チームを編成し被災施設を迅速に復旧するものとする。更に、これらの生

活関連施設は相互に関連していることから被災状況に関する収集情報と復旧チーム編

成等、相互に密な情報交換を行い、行政、関連機関及び事業者間での調整を図り総合的

かつ効果的な施設復旧を図るものとする。また、事業者は二次災害防止のために被災状

況に関わる情報や復旧状況、安全確認等について広報、周知し、利用者の不安解消を図

るものとする。 
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19.2 上水道施設 

 

実施機関 公共事業局、水道公社 

 

1) 被害調査 

災害発生と同時に、以下の順序で被害調査を実施する。被害現況把握の後、適切な給水

計画と応急復旧計画を策定するものとする。 

1. 取水、導水、浄水及び送水管。 

2. 配水池、ポンプ所、配水管 

3. 給水管、給水施設 

2) 応急復旧 

応急復旧活動は関連事業者とともに 国家統一・住民保護局の局長が実施するものとす

る。  

(1) 取水、導水、浄水施設 

風水害による浄水道施設への被害リスクは低いと思われるが、被害を受けた場合には給

水能力を出来るだけ維持するために全力で迅速な復旧作業を行うものとする。 

(2) 送水施設 

被害調査の結果通水可能な管路は、各浄水場の状況、配水池容量等を判断し配水ルート

を変更する等、円滑な給水を行うものとする。また、施設復旧においては主要管路上流

から優先的に復旧作業を実施する。二次災害のおそれがない程度の漏水であれば、優先

箇所の補修を先行して実施するものとする。 

(3) 給水管 

給水管の被害箇所は配水管の通水に支障を及ぼし、道路等への漏水は二次災害を発せさ

せることから、応急復旧作業実施を行うものとする。 
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19.3 電力施設 

 

実施機関 電力公社 

 

災害発生により電力供給施設に被害が出た場合、二次災害を防止し、迅速な応急復旧を

行い被災地への電力供給確保に努めるものとする。 

1) 被害調査 

災害発生と同時に、被害調査を実施する。被害状況確認の後、応急復旧計画を策定する。 

2) 応急復旧 

(1) 基本方針 

A. 非常災害対策本部の設置 

災害対策本部とは別に迅速な応急復旧活動を実施するために非常災害対策本部を設

置するものとする。  

B. 電力供給継続の原則とリスク防止対策 

電力需給を考慮して、事業者は原則として災害時にも供給を継続するものとし、円滑

な応急対策を実施するものとする。もし警察や消防から要請があった場合には供給停

止等の危険防止措置を執るものとする。 

C. 関係機関との連携 

災害対策本部の要請に基づいて、職員を派遣して関係機関と緊密な連絡調整を行うも

のとする。  

(2) 応急対策 

• 災害による応急作業は恒久的復旧工事との関係を考慮して、また緊急性を考えて迅

速且つ適切に応急工事を実施する。 

• 施設復旧は電力供給の上でより効果の大きいものから実施するが、この時災害現況、

被害状況、および難易度等を考慮するものとする。 

• 応急復旧活動に必要な施設への電力供給を優先するものとする。 

• 被害状況を検討し、もし被害規模が大きい場合には近隣の国営電力会社や関係会社

の職員との連携を取りながら応急対策支援チームを編成し、応急復旧を実施するも

のとする。 
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3) 市による対策 

(1) 協力と支援 

電力供給施設の被害が甚大である場合、国営電力会社からの支援要請がなされる場合に

は適切に協力、支援するものとする。 

(2) 住民への周知広報 

市は住民に電力供給施設について以下のような異常が見つかった場合には近隣の国営

電力会社に報告するよう周知広報するものとする。 

1. 電線が切れて路上に垂れ下がっている場合。 

2. 樹木、TV アンテナ等が倒れかかっている場合。 

3. スパークや音響、煙等が電力施設から出ている場合。 

4. 電柱が傾いたり倒壊している場合。 
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19.4 通信施設 

 

実施機関 電話公社 

 

災害発生による情報伝達システムの確保を行い、情報の収集、伝達を行う。平常時から

応急対策活動を円滑且つ効果的に実施するために関係機関との緊密な連携を図るもの

とする。 

1) 被害調査 

災害発生と同時に、被害調査を実施するものとする。被害現況を把握の後、応急復旧計

画を策定するものとする。 

2) 応急復旧 

(1) 基本方針 

A. 非常災害対策本部の設置 

災害対策本部とは別に迅速に応急復旧を実施するため非常災害対策本部を設置する

ものとする。 

B. 電話サービス継続の原則とリスク防止対策 

応急対策活動にとって電話は迅速で効果的対策実施に不可欠なものであるが、被災地

外からの親戚、友人等による安否確認連絡によって回線が輻輳し容量オーバーとなり

重要事項の連絡が取れなくなることがある。このような回線混雑を避けるためTELKOM

は災害時には外部からの連絡をコントロールすることが必要である。 

C. 関係機関との連携 

災害対策本部の要請に基づいて、関係機関との緊密な連絡調整のもとに職員派遣を行

うものとする。 

(2) 緊急対応 

• 被害による応急復旧作業は恒久的復旧作業と緊急性等を考慮し迅速かつ適切に実

施するものとする。 

• 施設の復旧は災害状況、被害現況、難易度等を考慮して、電話通信サービスにとっ

て、より効果の大きい施設から実施するものとする。 

• 電話回線施設への接続は応急対応活動に関わるものを優先するものとする。 
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• 被害が甚大である場合には、近隣の電話公社職員や関係会社職員と連携して応急復

旧チームを編成し応急復旧作業を実施するものとする。 

3) 市による対策 

(1) 協力と援助 

電話施設への被害が重大である場合で、電話公社からの要請があるときには適切な連携

と支援をおこなう。 

(2) 住民への周知 

市は復旧状況について住民へ周知、広報を行う。 
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第20章 危険物対策 

20.1 危険物保管施設 

 

実施機関 警察長 

 

1) 危険物保管施設の対象 

危険物保管施設とは、石油類等危険物保管施設、火薬類保管施設、LPG 保管施設、毒物・

劇物取扱施設等である。 

2) 二次災害の発生に備えた活動体制 

地震の発生に伴う二次災害として危険物保管施設での災害が発生することのないよう、

市及び事務所は、必要に応じて防災体制を整える。 

(1) 市の措置 

災害対策本部は、危険物保管施設の安全対策に関する情報を収集するとともに、二次災

害が発生しないよう必要な措置を講じる。 

(2) 事務所の措置 

事業所の管理者、保安責任者、及び取扱責任者は、事業所内施設の安全対策を講じ、災

害対策本部に対して対策の実施状況を報告します。 
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20.2 危険物輸送車両 

 

実施機関 警察長 

 

1) 二次災害の発生に備えた活動体制 

地震の発生に伴う二次災害として危険物等輸送車両による災害が発生することのない

よう、市及び輸送事業者・事業者・現場責任者は、必要に応じて防災体制を整える。 

(1) 市の措置 

災害対策本部は、その他の危険物保管施設の安全対策に関する情報を収集するとともに、

二次災害が発生しないよう必要な措置を講じる。 

(2) 事業者の措置 

輸送事業者・事業者・現場責任者は、危険物の流出及び爆発のおそれのある作業及び移

送の停止、施設の応急点検、火災の防止措置、危険物の漏洩等の防止措置を講じ、最寄

りの警察、軍等に報告するものとする。 
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第21章 外国からの援助受け入れ 

大規模自然災害に対しては国際的な支援が期待される。緊急捜索活動や救助、医療支援、

避難施設建設や管理等が災害対策にとってまず、必要事項である。災害発生後直ちに国

際援助チームが参加すると思われ、このような国際支援を受け入れるために国及び州等

との情報共有や必要な手続き等を定めた国際援助受け入れのための基本計画を準備し

ておくものとする。 

21.1 国及び州政府との情報共有 

 

実施機関 国家統一・住民保護局 

 

各国から多数の援助申し入れが災害直後に集中すると思われるが、調整をとる事が重要

課題となる。外国からの支援を円滑かつ効果的に受け入れるためには、国と州及び地方

政府間の情報共有に関わる方法や手続きを事前に整備しておくものとする。 

被災地の災害対策機関は被害情報を収集し国、州、及び地方政府機関に伝達するものと

する。災害情報事項として医薬品、救助用資機材、災害専門家等々の支援に必要な事項

を記述するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



パリアマン市地域防災計画 

 

-3-97- 

21.2 外国援助受け入れ 

 

実施機関 社会労働局 

 

インドネシアにおける災害に対するこれまでの外国援助の経験を基本として重要な教

訓について見直し、検討を行うものとする。大災害時には各国が援助を申し入れ、被災

地に援助チームを派遣することとなろう。地方政府が援助チームを受け入れ、活動を管

理することとなるが、支援国間及び支援分野と活動分野等の調整が地方政府のもっとも

重要な業務である。災害対策のための外国援助受け入れマニュアルや手順を整備してお

くことが必要である。 
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第第 44 部部：：復復旧旧・・復復興興対対策策  

（（復復旧旧・・復復興興計計画画））  
 

風水害は、時によって深い傷痕を残すことがある。暴風雨等による住宅の損壊を始め、地すべり、

床上浸水など、住民の生活や活動基盤が著しく損なわれ、日常生活が正常に営むことができなく

なる可能性がある。 
復旧・復興計画は、被害を一刻も早く回復し、住民・企業が支障なく日常に戻ることができるよ

うに、本市及び各防災関係機関のとるべき対策について計画したものである。 
 

第1章 復旧計画 

復旧対策としては、被災者の生活や施設、産業などの復旧が早急になされることが望ま

れる。本市としては、被災者の生活再建に関する総合相談窓口の設置、応急住宅対策、

応急金融対策等について下記のとおり計画するものとする。 

1.1 生活安定対策 

 

実施機関 社会労働局、社会福祉室 

 

1) り災証明書の交付 

被災した住民は政府からの支援を受けることが可能であり、被災者がこれらの支援を受

けようとした場合、り災証明書を受け取る必要がある。パリアマン市は将来的にり災証

明書発行の体制を整えるものとする。 

2) 生活・居住支援 

(1) 恒久的住宅確保対策 

公共住宅の建設による被災者へ長期的住宅入居による支援、又は代替として、空室民間

住宅入居の斡旋する。 

(2) 暫定的住宅確保対策 

復旧過程において、応急仮設住宅の供給、当面の生活支援、居住の安全を確保する。 
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3) 災害相談の実施 

衣食住の確保、健康、心の悩み、教育、労働、金融など幅広い分野における総合相談窓

口を設置し、問題を軽減する為に、住民相談を実施する。 

1. 災害の規模に応じて、必要がある場合は相談窓口を開設する。 

2. 被災者への迅速・適切な相談事業を行うため、関係機関と緊密な連携を図る。 

3. 相談内容、被害状況等について、防災関係機関との連携を密にし、相談体制の確立

を図る。 

4) 精神的支援  

州政府と連携して、被災により精神的に不安定になっている被災者に対して、相談室の

設置や、必要に応じて看護師を避難所に派遣し訪問相談等を行う。 

5) 災害時要援護者への支援 

(1) 災害時要援護者への情報提供 

災害発生直後から復興期にかけて、高齢者、障害者等の災害時要援護者に対して適切に

サービスができるよう、社会福祉施設等の管理者や関係機関との情報の収集・提供に関

する連携システムを強化する。 

6) 災害廃棄物の処理 

災害廃棄物等の処理を円滑に行うための体制を確立するとともに、計画的な収集・運搬、

再利用・再資源化及び適切な処理・処分を図る。 

7) 応急金融対策の実施 

被災者は政府からの支援を受けられるが、パリアマン市では、整備されていないことか

ら将来的にここに明記する。国家及び州のシステムがある場合には合わせて明記する。 

(1) 義援金の配分 

どのように義援金を配分するのかをここに明記する。（現状未整備） 

(2) 資金融資・税の減免等 

被災者を支援する為の、低金利融資や税の減免等をパリアマン市において整備する。 
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1.2 公共施設の災害復旧 

 

実施機関 公共事業局 

 

被災した公共施設については、原形復旧をするとともに、被害の状況を十分検討して、

将来における災害の発生を防止するため、必要な施設の新設又は改良等を行う。実施に

当たっては、被害の程度に応じ重要度と緊急度の高い施設から復旧工事を優先して行う。 

災害復旧事業の対象として次の事業を実施する。 

1) 公共土木施設災害復旧事業 

(1) 河川災害復旧事業 

(2) 道路災害復旧事業 

(3) 公園施設災害復旧事業 

(4) 港湾海岸施設災害復旧事業 

2) 農林水産施設災害復旧事業 

3) 上水道施設災害復旧事業 

4) 下水道災害復旧事業 

5) 住宅災害復旧事業 

6) 社会福祉施設災害復旧事業 

7) 公立医療施設、病院等災害復旧事業 

8) 学校教育施設災害復旧事業 

9) その他の災害復旧事業 
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1.3 国家激甚災害の指定 

 

実施機関 市長 

 

“災害レベル”に関する政府令が制定されてからこの箇所は追記することとする。 
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第2章 復興計画 

本市が災害を乗り越えて、安全で快適なまちを再建するために、基本方針を定める。 

2.1 復興に備えた各種情報の整備 

 

実施機関 地方経済開発局 

 

1) 市街地の復旧・復興の方向や方針基準を事前に検討 

• 市街地については、被災状況、地域における従前の基盤施設の整備状況、既存の長

期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等をもとに、被災地区について

迅速な復旧を目指すか、災害に強いまちづくりといった中・長期的な課題の解決を

も図る計画的市街地復興を図るか決定することになるため、市街地の復旧・復興の

方向や方針を決定する判断基準を事前に検討し、あわせて復興地区区分等の定義に

ついても検討する。 

2) 各種データの整理及び保存 

• 復興の円滑化のため、あらかじめ地籍、建物、権利関係、施設、地下埋設物などの

情報や測量図面、情報図面などの各種データの整備保存並びにバックアップ体制の

整備を行う。 
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2.2 復興に向けたまちづくりの基本的考え方 

 

実施機関 地方経済開発局 

 

1) 復興に向けたまちづくりの基本的な考え方 

• 大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合における

被災地域の再建方針として、都市構造・産業基盤全般にわたる整合性のとれた、よ

り災害に強いまちづくりなどの中長期的課題の解決を図る。計画的復興を推進する

ため、住民の理解を求めながら、復興計画を作成する。そのため、応急対策や復旧

活動の進捗状況をみながら、復興計画担当組織を設ける。 

• 復興のためのまちづくりは、現在の住民だけではなく将来の住民のためにも必要な

ことであり、より災害に強くより快適なまちをつくる必要があることについて住民

の理解が必要である。このため、被災した地域のまちづくり協議会などの住民組織

が中心となって復興計画に参加できる組織を設置し、そのなかで今後のまちのあり

方について理解を求め、市と住民が協力しながら復興していく体制をつくる。 

2) 市街地復興対策 

(1) 市街地復興基本方針の策定 

州と連携して、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況、規定の長期計

画・広域計画における位置づけ等を踏まえ、現状復旧を行う地区とするか、計画的な復

興地区とするかを検討して基本方針を策定し、公表する。 

(2) 地区都市復興基本計画の策定、事業内容 

住民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設の整備方針、市

街地復興の基本方針など、具体的な復興施策を示す地区都市復興基本計画を策定する。 

(3) 仮設市街地計画の策定 

地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建設、応急仮設住

宅の建設等により、住民の他地域への疎開を減らし、被災前のコミュニティをできる限

り守るため、仮設市街地計画を策定する。 

 
 
 


	表紙
	報告書の構成
	第1 編  震災対策編
	目次
	第1 部：総則（計画の基本的理解）
	第1章 計画の位置づけ
	1.1 計画の目的
	1.2 国、州、市の防災計画との連携
	1.3 計画の改訂

	第2章 計画の構造
	2.1 本計画の構造

	第3章 市及び防災関係機関の役割
	3.1 防災に関するパリアマン市の役割
	3.2 防災関連機関の役割

	第4章 パリアマン市における災害の特徴
	4.1 自然条件
	4.2 社会条件
	4.3 パリアマン市における地震及び津波被害の記録
	4.4 地震・津波災害のハザードマップ、リスクマップ

	第5章 計画をめぐる社会環境
	5.1 過去の災害からの教訓
	5.2 情報通信システムの整備
	5.3 輸送・交通路の確保
	5.4 ライフラインへの依存度理解
	5.5 ボランティア、NGO・NPO への社会的期待
	5.6 災害時要援護者への特別配慮の必要性理解
	5.7 減災社会の実現に向けて

	第6章 市災害管理調整委員会の構成
	6.1 市災害管理調整委員会の定義
	6.2 災害管理サイクルによる市災害管理調整委員会の所掌
	6.3 市災害管理調整委員会のメンバー及び組織図
	6.4 市災害管理調整委員会メンバーの役割


	第2 部：事前対策（事前対策計画）
	第1章 防災組織の強化
	1.1 市災害管理調整委員会
	1.2 災害対策本部等組織体制の拡充
	1.3 広域応援

	第2章 市民・企業における防災力の強化
	2.1 市民に求められること
	2.2 地域住民に求められること
	2.3 企業に求められること
	2.4 ボランティア組織
	2.5 防災知識の普及

	第3章 災害時要援護者への対応強化
	3.1 要援護者への対応
	3.2 外国人への対応
	3.3 乳幼児・児童の安全確保

	第4章 災害情報通信網の整備
	4.1 災害情報通信システム概要
	4.2 災害情報通信システムの運用
	4.3 職員の操作技術の向上

	第5章 救助・救急・消火活動計画
	5.1 消防力の強化
	5.2 市民・自主防災組織への教育の実施

	第6章 警備・救助対策
	6.1 警察の警備・救助事前対策
	6.2 海上における警備・救助事前対策

	第7章 緊急輸送施設の整備
	7.1 緊急輸送施設の整備

	第8章 避難及び応急住宅事前対策
	8.1 一時避難所
	8.2 応急避難所
	8.3 避難計画の策定
	8.4 応急住宅対策

	第9章 防災施設の整備
	9.1 防災資機材の備蓄
	9.2 非常用食料、生活必需物資等の備蓄
	9.3 飲料水等の備蓄

	第10章 医療・救護・防疫対策
	10.1 医療活動拠点の整備
	10.2 医薬品・医療資機材の備蓄
	10.3 防疫対策
	10.4 遺体処理事前対策

	第11章 学校防災対策
	11.1 避難・誘導・保護計画の策定
	11.2 学校施設の事前対策
	11.3 防災教育の充実

	第12章 危険物の取扱施設の対策
	12.1 危険物の災害予防対策
	12.2 LPG 等の災害予防対策
	12.3 毒物・劇物の災害予防対策

	第13章 津波災害に対する備え
	13.1 パリアマン市における津波危険度の評価
	13.2 津波情報伝達組織の評価
	13.3 津波ハザードマップの準備
	13.4 津波避難計画の策定
	13.5 津波避難施設の確保および指定
	13.6 津波に関する知識の普及

	第14章 災害に強い街づくり
	14.1 都市の防災化
	14.2 都市型災害の予防
	14.3 土砂災害の予防
	14.4 震災による防火対策

	第15章 公共施設等の安全対策
	15.1 道路施設の対策
	15.2 河川の対策
	15.3 重要構造物の対策

	第16章 建築物の安全確保
	16.1 民間建築物の安全確保
	16.2 公共建築物の安全確保

	第17章 ライフラインの安全確保
	17.1 市及びライフライン事業者間の連携強化
	17.2 上水道施設
	17.3 電力施設
	17.4 通信施設


	第3 部：緊急対応（応急対策計画）
	第1章 応急活動体制
	1.1 初動体制
	1.2 災害対策本部及び災害管理調整委員会
	1.3 災害対策本部の動員配備体制
	1.4 津波警報による動員配備体制

	第2章 災害情報収集伝達計画
	2.1 通信連絡手段
	2.2 災害情報通信システムの運用体制の確立
	2.3 災害情報収集
	2.4 災害情報の広報

	第3章 応援要請
	3.1 国、州レベルの要請
	3.2 近隣の市への要請
	3.3 防災関連機関への要請
	3.4 軍への要請
	3.5 ボランティア

	第4章 土砂災害対策
	4.1 警戒･避難･誘導対策
	4.2 二次災害防止対策
	4.3 市民への広報･伝達

	第5章 津波災害対策
	5.1 津波予警報の受信と伝達
	5.2 津波発生後の対策
	5.3 警報伝達がない場合の避難

	第6章 救援救護
	6.1 救助、救急、医療救護対策
	6.2 救急医療体制
	6.3 医薬品及び医療資機材の調達
	6.4 精神ヘルスケア対策

	第7章 消防対策
	7.1 消防組織
	7.2 緊急招集と出動
	7.3 情報収集体制
	7.4 消防活動
	7.5 初期消火活動

	第8章 安全管理/交通対策
	8.1 警察による安全管理対策
	8.2 海上における警備・救助対策
	8.3 道路交通対策

	第9章 瓦礫除去対策
	9.1 除去対象
	9.2 除去実施者
	9.3 除去方法
	9.4 瓦礫仮置き場

	第10章 緊急輸送対策
	10.1 輸送手段の確保
	10.2 輸送路線の確保

	第11章 市民及び民間企業の防災活動
	11.1 市民の防災活動
	11.2 自主防災組織の活動
	11.3 民間企業の防災活動

	第12章 避難対策
	12.1 避難計画
	12.2 避難勧告等発令
	12.3 警戒区域の設定
	12.4 避難誘導・移送
	12.5 応急避難所の開設と管理・運営

	第13章 パニック防止対策
	13.1 情報不足によるパニック防止
	13.2 交通パニックの防止
	13.3 避難時のパニック防止
	13.4 公共施設でのパニック防止

	第14章 救援／救護対策
	14.1 食料対策
	14.2 給水対策
	14.3 生活必需品対策
	14.4 被災地外からの物資の受け入れ
	14.5 簡易トイレ設置対策

	第15章 行方不明者の捜索
	15.1 行方不明者の捜索と遺体処理
	15.2 検死と遺体搬送
	15.3 遺体の収容
	15.4 遺体処理
	15.5 遺体埋葬
	15.6 住民への情報提供

	第16章 清掃・衛生・防疫対策
	16.1 保健衛生対策
	16.2 ゴミ処理対策
	16.3 屎尿処理対策
	16.4 防疫対策

	第17章 学校防災対策
	17.1 学校施設の管理
	17.2 児童、生徒への安全対策
	17.3 学用品等の調達と支給
	17.4 教育施設の管理

	第18章 住宅及び宅地対策
	18.1 被災家屋調査
	18.2 被災宅地調査
	18.3 応急仮設住宅建設と被災住宅の応急修理

	第19章 ライフラインの応急対策
	19.1 ライフライン復旧情報
	19.2 上水道施設
	19.3 電力施設
	19.4 通信施設

	第20章 危険物対策
	20.1 危険物保管施設
	20.2 危険物輸送車両

	第21章 外国からの援助受け入れ
	21.1 国及び州政府との情報共有
	21.2 外国援助受け入れ


	第4 部：復旧・復興対策（復旧・復興計画）
	第1章 復旧計画
	1.1 生活安定対策
	1.2 公共施設の災害復旧
	1.3 国家激甚災害の指定

	第2章 復興計画
	2.1 復興に備えた各種情報の整備
	2.2 復興に向けたまちづくりの基本的考え方




