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１－２－５� 農業施設等の防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７�
１－２－６� ライフライン施設等の防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９�
１－２－７� 学校等の防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２�
１－２－８� 文化財の防災対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５５�
１－２－９� 地震防災緊急五箇年計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５６�
�
■テーマ２：実践的な防災行動力を向上する［発災前にするべきこと］�
担当分担表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７�
� ◎施策－１：防災意識の高揚�
２－１－１� 市民等への防災知識の普及と啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５９�
２－１－２� 安全な避難行動に対する啓発の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・１６１�
� ◎施策－２：地域防災力の向上�
２－２－１� 自主防災組織の育成支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３�
２－２－２� 住民自治協議会の防災体制の強化及び育成支援・・・・・・・・・・・・・１６５�
２－２－３� 消防団活動の強化及び支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７�
２－２－４� 地区防災計画の策定支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０�
２－２－５� 企業の防災体制の強化及び支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１�
２－２－６� 災害時協力井戸の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２�

■テーマ３：いのちを守り、つなぐための応急体制を整備する［発災後にするべきこと］�
担当分担表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３�
� ◎施策－１：いのちを守る�
３－１－１� 災害対策本部の立ち上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９�
３－１－２� 避難対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０�
３－１－３� 情報収集対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９８�
３－１－４� 災害広報対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４�
３－１－５� 救助・救急対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８�
３－１－６� 行政機関に対する応援要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１１�
３－１－７� 自衛隊の派遣要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１４�
３－１－８� 三重県防災ヘリコプターの派遣要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１７�
３－１－９� 受援体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９�
３－１－��� 帰宅困難者対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１�

� ３－１－��� 孤立地区対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２３�
� ３－１－��� 水防活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２５�
� ３－１－��� 二次災害の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２７�
� ３－１－��� 特定災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２９�
� � ◎施策－２：いのちをつなぐ�
� ３－２－１� 安否情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２�
３－２－２� 災害救助法の適用要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５�

� ３－２－３� 避難所の開設及び運営対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８�
� ３－２－４� 災害時要配慮者への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２�
� ３－２－５� 交通の確保対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４５�
３－２－６� 輸送対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０�

� ３－２－７� 障害物の除去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２�
３－２－８� 給水対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５４�

３－２－９� 食糧の調達・供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６０�
３－２－��� 生活必需品の調達・供給対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６５�
３－２－��� 医療・救護対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６８�

� ３－２－��� 防疫・保健衛生対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２�
� ３－２－��� し尿・廃棄物処理対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５�
� ３－２－��� 行方不明者の捜索、遺体の収容及び埋火葬対策・・・・・・・・・・・・・２７８�
� ３－２－��� 特定動物の逸走及びペット対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２�
� ３－２－��� 災害警備活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８４�

■テーマ４：暮らしの再建と復興に向けた準備に取り組む［復興のためにするべきこと］�
担当分担表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８５�
◎施策－１：被災者支援と暮らしの再建�

４－１－１� 罹災証明書の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８８�
４－１－２� 被災者台帳の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９４�
４－１－３� ボランティア活動対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９７�
４－１－４� 学校・幼稚園の再開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０２�
４－１－５� 保育の再開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０７�
４－１－６� 住宅の再建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１０�
４－１－７� 義援金の受入・配分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１４�

� ４－１－８� 被災者生活再建支援制度の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１５�
� ４－１－９� 生活資金等の支給・融資・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１８�
� ４－１－��� 早期再建のための相談窓口の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２２�
� ４－１－��� 中小企業等の再建支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２３�

◎施策－２：復興方針の策定�
４－２－１� 激甚災害の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２５�

� ４－２－２� 復興体制の構築と復興計画の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２７�
� ４－２－３� 復興事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２９�
�
第�３�章� 業務継続計画［市役所機能を維持・早期再開するために必要なこと］� � �
� １� 業務継続計画の目的と効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３０�
� ２� 業務継続計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３１�
� ３� 業務継続計画の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３１�
� ４� 前提とする被害想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３２�
� ５� 非常時優先業務の選定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３３�
� ６� 必要資源の分析と対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３７�
� ７� 職員参集シミュレーションと必要人員の分析と確保・・・・・・・・・・・・・・・３４３�
� ８� 受援対象業務の抽出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４６�
� ９� 業務継続マネジメント（ＢＣＭ）の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７�
�
第�４�章� 防災関係機関の災害対策� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� １� 消防組織の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４８�
� ２� 松阪地区三師会の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５９�
� ３� 松阪警察署の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６３�
� ４� 自衛隊の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６６�
� ５� ＮＴＴの災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６７�
� ６� 中部電力の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７１�
� ７� 東邦ガス（東邦ガスネットワークを含む）の災害対策・・・・・・・・・・・・・・３７３�
� ８� 国土交通省（中部地方整備局）の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７７�
� ９� 国土交通省（蓮ダム管理所）の災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７９�



第�５�章� 「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」発表時の対応� � � � �
� １� はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８１�
� ２� 配備体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８２�
� ３� 対応の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８３�
� ４� 市民への広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８４�
� ５� 公共施設等の緊急点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８５�
� ６� 市民のとるべき措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８６�
�
資料編・様式集・用語集� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 資料� １� 松阪市災害対策本部の組織図�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８７�
� 資料� ２� 災害救助基準�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９８�
� 資料� ３� 避難情報等発令基準�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０３�
� 資料� ４� 注意報・警報基準�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０５�
� 資料� ５� 特別警報の種類と発表基準�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０６�
� 資料� ６� 土砂災害警戒情報�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０７�
� 資料� ７� 大雨警報（土砂災害）危険度分布ごとの避難情報等発令区域�・・・・・・・・４０８�
� 資料� ８� 河川における避難準備、指示の基準�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１０�
� 資料� ９� 道路冠水が想定される箇所�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１１�
� 資料 ��� 退避先・指定避難所一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１２�
� 資料 ��� 地区避難所一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１８�
� 資料 ��� 指定福祉避難所一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２３�
資料 ��� 土砂災害防止法・水防法に基づく防災上配慮を要する施設の一覧�・・・・・・４２５�

� 資料 ��� 松阪市災害用備蓄品一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３１�
� 資料 ��� 指定避難所別備蓄一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３２�
� 資料 ��� 災害時協力井戸一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４３�
資料 ��� マンホールトイレ一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４７�

� 資料 ��� 災害時支援協定一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４８�
� 資料 ��� 同報系防災行政無線一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５６�
� 資料 ��� 都市公園等一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６５�
資料 ��� 防災重点農業用ため池�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７４�

� 資料 ��� 土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧�・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７６�
様式���� 県への応援要請書等様式�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１３�

� 様式���� 自衛隊災害派遣及び撤収要請様式�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２３�
様式���� 海上保安庁応急措置実施要請及び撤収要請様式�・・・・・・・・・・・・・・５２５�
様式���� 災害救助法関係様式�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２７�
用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５２�

�
災害対策基本法第 ��条の �に基づき定める地区防災計画� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� 地区防災計画（大河内地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６２�
地区防災計画（西黒部地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７８�
地区防災計画（鵲地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８８�
地区防災計画（大石地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９６�
地区防災計画（港地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０３�
地区防災計画（茅広江地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１１�
地区防災計画（宮前地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２０�

～～ははじじめめにに～～‒‒

�
� 松阪市地域防災計画は、災害対策基本法第 �� 条の規定に基づき、本市の地域

の防災に関する事項について、本市及び防災関係機関が処理すべき事務又は業

務の大綱を定め、市民、事業所が果たすべき責務についても明確にし、総合的か

つ計画的な防災・減災活動の実施及び推進を図ることを目的としています。�

令和６年１月１日に発生した能登半島地震では、甚大な被害が発生し、多くの

方が被災されました。本市では、翌日１月２日にはＤＭＡＴ調整員を三重県に派

遣し、医師・看護師等の医療チーム（ＤＭＡＴ）をはじめ、救助活動などを行う

緊急消防隊、給水車での給水活動、被災建物や下水道の調査、避難所の運営を支

援すべく、職員を現地に派遣してきました。支援活動において、被災地での様々

な課題に直面する中で、松阪市地域防災計画をより現実に即した具体的かつ実

践的な計画とする重要性を改めて感じています。�

近年その発生が懸念されている南海トラフ地震において、中央防災会議では

最大３２万３千人の死者が発生することが想定されており、東日本大震災を超

える“国難”とも言われる大規模災害になることが危惧されています。大規模災

害の発生直後には、行政の支援が行き届かないため、自助・共助の役割が非常に

重要となります。自助・共助・公助のそれぞれが主体的に行動しなければ、今後

起こりうる国難級の南海トラフ地震を乗り切ることができないと考えています。�

本市では、１０月第４日曜日を「松阪防災の日」と定め、この日を含む１０月

第４週を「松阪防災週間」としております。ご家庭や地域で防災について話し合

うなど、防災対策を特別なものではなく日々の生活と一体的なものとする考え

方の定着を図り、本市の防災ビジョンである「災害時の人的被害ゼロ」を達成す

るため、市民総ぐるみで市と一体となって災害に打ち勝つ力を育み、松阪市地域

防災計画を実行していきます。�

�
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令和５年度の主な修正概要�
�
１１．．本本市市のの防防災災行行政政をを取取りり巻巻くく背背景景・・課課題題��

令和�年�月�日に発生した能登半島地震で最大震度�を観測した石川県は、

国の地震調査委員会の「全国地震動予測地図」では、���� 年から �� 年間に震度

� 弱以上の揺れが起きる確率は県の大部分で「���％～�％未満」とされていた。

この地震において、木造住宅を中心とした建築物の倒壊があり、たくさんの死傷

者が出ている。�

三重県においては、上記の予測地図において「��％以上」とされており、国の

地震調査研究推進本部（文部科学省）の発表によると、今後 �� 年以内に南海ト

ラフを震源とするマグニチュード�～�クラスの地震が発生する確率は��～��％

とされている。�

本市においては、家屋の倒壊等による死傷者を一人でも減らすため、倒壊の危

険性の高い木造住宅の所有者に対して啓発、無料耐震診断による情報提供、耐震

補強設計及び工事や除却工事に対し一部補助の実施を進めてきた。また、住宅の

安全性の向上を図り、家具等の転倒による被害を軽減するため、要配慮者等の住

宅の家具を無料で固定する事業を進めてきた。また、防災対策として住民の災害

に対する意識や地域防災力の向上が重要となり、市では地域の特性に応じた地

区防災計画の策定支援としてセミナーを開催し、計画策定を希望する地域へ支

援を行っているところである。�

引き続き、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震に備え、防災基本計

画（中央防災会議）や三重県地域防災計画といった上位計画との整合性を図りつ

つ、本市の防災ビジョンである「災害時の人的被害ゼロ」を目指し、必要な検討

及び修正を行い、自助・共助・公助が連携して防災施策に取り組んでいくことが

求められている。�

�

２２．．修修正正のの主主なな項項目目・・内内容容��

■■ビビジジョョンン編編：：第第１１章章�� 松松阪阪市市のの現現況況�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� 市市民民のの防防災災へへのの意意識識【【修修正正】】��

◆� 総合計画策定にかかる「松阪市市民意識調査」（令和 �年度、対象 ����� 人）

の防災対策に関する調査において「日頃から災害への備えをしているか」の質

問に対して、令和 �年度調査では �����が「している」または「どちらかとい

うとしている」と回答していたが、令和 � 年度では１ポイント減の ����％、

令和 � 年度は ��� ポイント減の ����％となっている。これは過去に災害が発

生してから時間が経過し、その記憶が薄れたことにより災害への備えに対す

る意識が低下しているものと思われる。�

� また、防災対策に対する意識の満足度について、「やや不満」または「不満」

の回答は前回より ��� ポイント減少した。近年各地で多発する局地的な大雨

や線状降水帯による風水害、地震頻発等の自然災害により、防災対策への期待

が高まっており、さらなる充実を求められていると考えられる。�

�

��

■■第第１１章章：：１１�� 日日頃頃かからら市市民民ががししてておおくくべべききこことと（（１１－－１１－－３３：：家家庭庭ででのの備備ええ））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

（（１１））災災害害にに強強いい住住ままいいににすするる【【修修正正】】��

◆� 地震発生時における住宅の安全性の向上を図り、家具等の転倒による被害

を軽減するため、災害時要配慮者等の住宅の家具を無料で固定する制度「高齢

者世帯等家具転倒防止支援事業」を実施している。令和 � 年度より「�� 歳未

満の子どもを養育しているひとり親家庭の世帯」を対象者として追加した。�

��

�

■■第第２２章章：：テテーーママ１１（（発発災災前前ににすするるべべききこことと））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

（（１１））ヘヘリリポポーートトのの確確保保【【追追加加】】��

◆� 大規模災害時には道路・鉄道交通の被害により陸上交通が遮断されること

があり、また同時多発的な火災の発生による被害状況の情報収集等の面にお

いてもヘリコプターは有効であることから、平常時からヘリポートの適地を

選定している。�

�

◆� 適地は、現在原則として県・市の公共施設の中から小中学校の校庭等広場を�

選定している。嬉野中学校グラウンドをヘリコプター離着陸指定地に追加する。�

�

（（２２））被被災災宅宅地地危危険険度度判判定定体体制制のの整整備備【【追追加加】】��

◆� 被災宅地危険度判定の実施をする際には、災害対策本部と被災宅地危険度

判定士との連絡調整を行う判定調整員の確保が必要であるため追加する。�

��

（（３３））林林道道施施設設のの整整備備【【追追加加】】��

◆� 林道施設は市管理の公道であり、特に集落間を繋ぐ連絡線形については、他�

公道等の被災時に迂回路としての機能を有する場合があり、開設や改良事業で

強靭化を進めているため追加する。�

�

■■第第２２章章：：テテーーママ３３（（災災害害のの発発生生後後ににすするるべべききこことと））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

（（１１））災災害害時時ににおおけけるる安安否否不不明明者者・・行行方方不不明明者者、、死死者者のの公公表表ににつついいてて��

【【修修正正、、追追加加】】��

◆� 三重県が、災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等の公表に�

係る取扱いについて、救助活動の効率化・円滑化や被災者の権利利益保護の観� �
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画（中央防災会議）や三重県地域防災計画といった上位計画との整合性を図りつ

つ、本市の防災ビジョンである「災害時の人的被害ゼロ」を目指し、必要な検討

及び修正を行い、自助・共助・公助が連携して防災施策に取り組んでいくことが

求められている。�

�

２２．．修修正正のの主主なな項項目目・・内内容容��

■■ビビジジョョンン編編：：第第１１章章�� 松松阪阪市市のの現現況況�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���� 市市民民のの防防災災へへのの意意識識【【修修正正】】��

◆� 総合計画策定にかかる「松阪市市民意識調査」（令和 �年度、対象 ����� 人）

の防災対策に関する調査において「日頃から災害への備えをしているか」の質

問に対して、令和 �年度調査では �����が「している」または「どちらかとい

うとしている」と回答していたが、令和 � 年度では１ポイント減の ����％、

令和 � 年度は ��� ポイント減の ����％となっている。これは過去に災害が発

生してから時間が経過し、その記憶が薄れたことにより災害への備えに対す

る意識が低下しているものと思われる。�

� また、防災対策に対する意識の満足度について、「やや不満」または「不満」

の回答は前回より ��� ポイント減少した。近年各地で多発する局地的な大雨

や線状降水帯による風水害、地震頻発等の自然災害により、防災対策への期待

が高まっており、さらなる充実を求められていると考えられる。�

�

��

■■第第１１章章：：１１�� 日日頃頃かからら市市民民ががししてておおくくべべききこことと（（１１－－１１－－３３：：家家庭庭ででのの備備ええ））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

（（１１））災災害害にに強強いい住住ままいいににすするる【【修修正正】】��

◆� 地震発生時における住宅の安全性の向上を図り、家具等の転倒による被害

を軽減するため、災害時要配慮者等の住宅の家具を無料で固定する制度「高齢

者世帯等家具転倒防止支援事業」を実施している。令和 � 年度より「�� 歳未

満の子どもを養育しているひとり親家庭の世帯」を対象者として追加した。�

��

�

■■第第２２章章：：テテーーママ１１（（発発災災前前ににすするるべべききこことと））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

（（１１））ヘヘリリポポーートトのの確確保保【【追追加加】】��

◆� 大規模災害時には道路・鉄道交通の被害により陸上交通が遮断されること

があり、また同時多発的な火災の発生による被害状況の情報収集等の面にお

いてもヘリコプターは有効であることから、平常時からヘリポートの適地を

選定している。�

�

◆� 適地は、現在原則として県・市の公共施設の中から小中学校の校庭等広場を�

選定している。嬉野中学校グラウンドをヘリコプター離着陸指定地に追加する。�

�

（（２２））被被災災宅宅地地危危険険度度判判定定体体制制のの整整備備【【追追加加】】��

◆� 被災宅地危険度判定の実施をする際には、災害対策本部と被災宅地危険度

判定士との連絡調整を行う判定調整員の確保が必要であるため追加する。�

��

（（３３））林林道道施施設設のの整整備備【【追追加加】】��

◆� 林道施設は市管理の公道であり、特に集落間を繋ぐ連絡線形については、他�

公道等の被災時に迂回路としての機能を有する場合があり、開設や改良事業で

強靭化を進めているため追加する。�

�

■■第第２２章章：：テテーーママ３３（（災災害害のの発発生生後後ににすするるべべききこことと））�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

（（１１））災災害害時時ににおおけけるる安安否否不不明明者者・・行行方方不不明明者者、、死死者者のの公公表表ににつついいてて��

【【修修正正、、追追加加】】��

◆� 三重県が、災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等の公表に�

係る取扱いについて、救助活動の効率化・円滑化や被災者の権利利益保護の観� �



点から、公表方針を策定し、運用を令和 �年 � 月 �� 日に開始したことに伴い� �

修正、追加する。�

�

��

■■第第４４章章：：防防災災関関係係機機関関のの災災害害対対策策�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

（（１１））松松阪阪地地区区広広域域消消防防組組合合のの配配備備体体制制【【修修正正】】��

◆� 風水害、地震災害、津波災害対応体制における招集の基準、配備内容が一部�

変更�

◆� 出動種別の出動内容が変更�

◆� 災害対策消防実施本部が設置された時の体制が変更�

�

松阪市地域防災計画�

（ビジョン編）�

�


