
地
域
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む

地
域
防
災
計
画
っ
て
な
あ
に
？

　

地
域
防
災
計
画
と
は
、
災
害
対
策

基
本
法
（
第
42
条
）
に
基
づ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
け
る
防
災
会

議
に
諮
り
、
防
災
の
た
め
に
処
理
す
べ

き
業
務
な
ど
を
定
め
た
計
画
で
す
。

　

市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
は
、
国

の
防
災
基
本
計
画
や
県
の
地
域
防
災

計
画
と
整
合
を
図
り
な
が
ら
策
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
柔

軟
に
修
正
等
を
加
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を
受

け
、
行
方
市
に
つ
い
て
も
行
方
市
防
災

会
議
に
よ
り
地
域

防
災
計
画
の
改
定

に
着
手
し
、
平
成

24
年
度
で
の
改
定

に
至
り
ま
し
た
。

地
域
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む

防
災
対
策

　

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
て
２
年
が
経

過
し
ま
し
た
。
市
で
は
こ
の
間
、
関
係
機
関

の
皆
さ
ん
と
連
携
し
な
が
ら
、
復
旧
・
復
興

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
被
害
を

受
け
た
道
路
は
、
ほ
ぼ
復
旧
が
完
了
し
、
学

校
等
を
含
め
た
公
共
施
設
の
耐
震
化
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
等
を

着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
重
要

で
あ
る
と
同
時
に
、
行
政
と
市
民
が
一
丸
と

な
り
一
体
的
に
防
災
意
識
を
高
め
て
い
く

こ
と
も
復
旧
・
復
興
の
大
事
な
一
つ
で
す
。

　

市
で
は
東
日
本
大
震
災
の
発
生
を
受
け
、

従
来
の
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
を
行
う

た
め
、
平
成
23
年
度
に
実
施
さ
れ
た
防
災
に

対
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
や
、
行
政
区
長
、

民
生
委
員
児
童
委
員
、
消
防
団
の
代
表
の
方

等
と
意
見
交
換
会
を
開
催
し
地
域
で
の
防

災
に
対
す
る
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
防

災
会
議
で
よ
り
良
い
計
画
に
す
べ
く
、
改
定

に
向
け
て
検
討
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

行
方
市
地
域
防
災
計
画
の
構
成
と
し
て

は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
第
２
条
）
に
お
け

る
「
防
災
」
の
定
義
と
し
て
、「
災
害
を
未

然
に
防
止
し
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
及
び
災
害
の
復

旧
を
図
る
」
こ
と
と
さ
れ
、
災
害
に
対
す
る

①
予
防
、
②
応
急
対
策
、
③
復
旧
・
復
興
の

３
段
階
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
、
求
め
ら
れ
る
主
な
３
方
向
か
ら

の
視
点
と
し
て
、「
地
域
に
お
け
る
防
災
の

視
点
」「
災
害
時
要
援
護
者
※
の
た
め
の
防

災
の
視
点
」「
女
性
の
た
め
の
防
災
の
視
点
」

を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
加
味
し
な
が
ら
市
民
の

皆
さ
ん
と
市
・
防
災
関
係
機
関
が
一
体
と
な

り
防
災
対
策
を
図
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

※�

災
害
時
要
援
護
者
：
必
要
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確

に
把
握
し
、
災
害
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に
安
全
な

場
所
に
避
難
す
る
な
ど
の
災
害
時
に
お
け
る
一
連
の

行
動
を
と
る
の
に
支
援
を
要
す
る
人
々
（
一
般
的
に

高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
外
国
人
等

が
挙
げ
ら
れ
る
）

復
旧
・
復
興
を
進
め
る

地
域
防
災
計
画
の
構
成

要地区地域防災訓練 市と新聞販売店が臨時広報紙配布協定を締結

　
「
天
災
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。
人
々
が
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
忘

れ
た
こ
ろ
に
再
び
天
災
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
災
害
に
対
し
て
油
断
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
戒
め
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
、
約
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
、
こ
と
わ
ざ
の
意
味
を
心
に
刻
み
、
震

災
の
経
験
者
と
し
て
将
来
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
特
集
で
は
改
定
し
た
行
方
市
地
域
防
災
計
画
を
紹
介
し
な
が
ら
、防
災
対
策
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。



①女性の参画を推進
防災施策に関する各種方向性の検

討や避難所の設置・運営等につい

て女性の参画を推進します。また避

難所の授乳室や更衣室等の空間確

保を行うことやスタッフに女性を配

置する等の環境づくりに努めます。

②共助の充実
区長、民生委員児童委員、消防団

の連携を中心とした、市と地域が

一体となった防災の環境づくりに

努めます。

行方市地域防
災計画改定の

ポイント

④災害時応援協定等の
　　　　　締結を推進
市の備蓄の充実に加え民間店舗等

と協定による備蓄の確保を推進し

ます。さらに食料のみならず、必

要とされるものに対して効果的な

協定締結を推進します。

③災害時要援護者に
　対する防災対策の推進
地域での連携による災害時要援護

者の把握・確認の推進、福祉避難

所の指定、備蓄等の充実を図りま

す。

⑤自助の意識啓発
概ね３日分相当の食料や飲料水の

備蓄や、家具・ブロック塀の転倒

防止等備えに関する意識啓発を実

施します。

⑦応急対策の迅速性を
　　　　　高める工夫
ライフラインの復旧等に関し、業

務経験のある職員が速やかに従事

できる旨の前提を設けるなど災害

対応の体制を工夫します。

⑧応急対策～復旧・復
興期の速やかな手続き
道路等の社会基盤の早期回復に関

し、関係法令に基づく速やかな対

応を実施します。また、被災者の

生活再建に向けた手続き環境の迅

速化を図ります。

⑥具体的な対応を明記
震度５を基本として市職員・消防

団の大きな活動が開始されること

から、これに伴う消防団の初動に

おける具体的な対応、職員の初動

体制等を明記しました。

Interview

　地域での防災訓練はきちんとやっておけば、万が一のと

きに必ず役に立ちます。区長、班長、消防団、民生委員児

童委員などがそれぞれの立場で連携することが大切だと思

います。また、お年寄りには長く生きてきた知恵が、若い

人には行動力が期待できるので地域がひとつとなり一体的

に防災力を高めていければいいのではないでしょうか。

　災害対策に終わりはありません。少しずつでも続けてい

くことが大切です。

　東日本大震災後、防災に対する備えは誰もが感じている

のではないかと思います。自宅や家族でできることはもち

ろん、近所の助け合いの必要性なども再認識されているの

ではないでしょうか。

　災害時、自分の身を守った上で力になれることがあれば

ひとりひとりが特性を活かした役割を担えるといいのでは

と思います。特に女性ならではの心づかいや細かい目配り

は災害時に非常に役立つのではないでしょうか。

平成 24 年度　行方市区長会

会長 日下正之さん
行方市地域女性団体連絡会

会長 菅谷京子さん



自助 共助

公助

自分で自分や家族を守る 地域が助け合って守る

行政による防災・減災対策

日頃から家族で話し合いチェックしておき
ましょう
　●自宅の耐震診断・補強、家具の固定
　●地震が起きたらどう行動
　　するか
　●食料と水の備蓄
　●非常持出品の準備と保管場所
　　●災害時の連絡方法

●地域でのネットワーク
　づくり
●地域の防災活動
●皆でまちの安全点検
●災害時には、助け合っ
　て救出、初期消火

●公共施設を整備・拡充し、災害に強
　いまちづくりを推進
●自助・共助を支援し、地域の安全を
　確保する

　

市
で
は
今
回
、
改
定
し
た
地
域
防
災
計

画
を
基
本
と
し
て
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
に
向
け
て
様
々
な
対
策
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で

す
。
大
き
な
災
害
が
起
き
た
と
き
、「
自
助
」

と
言
わ
れ
る「
自
ら
身
を
守
る
」こ
と
や「
共

助
」
と
言
わ
れ
る
「
助
け
合
い
で
身
を
守
る
」

こ
と
も
非
常
に
大
切
で
す
。

　

行
方
市
は
都
市
部
と
比
較
す
る
と
、
地
域

で
の
つ
な
が
り
が
密
で
地
域
力
の
高
い
土

地
柄
で
す
。
実
際
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
た
と
き
も
、
市
内
各
地
で
自
宅
の
井
戸
を

開
放
し
て
く
れ
て
い
る
お
宅
や
、
近
所
の
ひ

と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
方
の
安
否
を
確
認

し
に
い
っ
た
と
い
う
話
を
た
く
さ
ん
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
今
般
各
地
域
で

「
地
域
防
災
訓
練
」
が
行
政
区
長
さ
ん
、
民

生
委
員
児
童
委
員
さ
ん
、
消
防
団
の
皆
さ
ん

が
中
心
と
な
り
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

災
害
時
、
行
方
市
の
こ
の
地
域
力
は
非
常
に

強
み
に
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
皆
さ
ん
が
地
域
で
の
防
災
力
を

高
め
て
い
け
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
積
極

的
に
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
個
人
、
地
域
、
行
政
が
一
体
と
な
っ
て

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

防
災
力
を
高
め
よ
う
！

行方市女性消防団員募集中
地域の防災にあなたのチカラを貸してください！

行方市消防団では女性消防団の加入を促進しています。

活動内容等くわしくは総務課（℡ 0299-72-0811）までお問い合わせください。

非常用品を
　　　　備えておこう！

水
食料

情報

照明
燃料

○１人１日３リットルが目安（３日分）
○生活用水も十分に確保

○最低３日分を用意
○ビスケットや缶入りパンなど火を
　使わないものを用意

○携帯ラジオ，予備電池の用意

○懐中電灯を家族に１人１個
○卓上用カセットコンロの準備
○自動車燃料は余裕を持って給油
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