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防災データ ベースの参照については、 下記のよ う に略記する。  

資料項目 略記 

防災 DB  共通編 総則資料  防災 DB 共総則 

     共通編 防災組織計画資料 防災 DB 共防災組織 

 共通編 予防計画資料 防災 DB 共予防 

 地震・ 津波対策編 応急対応計画資料 防災 DB 地応急 

 風水害対策編 応急対応計画資料 防災 DB 風応急 

 風水害対策編 土砂災害関連データ 資料 防災 DB 風土砂 

 大規模事故災害対策編 予防・ 応急対応計画資料 防災 DB 大予応 

防災 DB 協定関連 大都市と の相互応援協定資料 防災 DB 協大都市 

 協定関連 自治体と の相互応援協定資料 防災 DB 協自治体 

 協定関連 消防組織に係る応援協定資料 防災 DB 協消防 

 協定関連 防災関連機関等と の相互応援協定資料 防災 DB 協防災関連 
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■ 予防・ 応急対応計画 

 

予防・ 応急対応計画は、 過去の教訓や様々な想定を 踏まえ、 予見し う る大規模な事故災害に対

し て、 発生を 未然に防ぎ、 被害の拡大を 抑制するための予防対策と 、 災害が発生し 、 また発生す

る恐れがある場合に、 災害の発生を 防御し 、 又は応急的対応を 行う 等、 災害の拡大を 防止するた

め応急的に実施する対策について、 災害の種類別に定めた計画である。  

個別の計画については、 下記のよう な構成と なっ ている。  
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第２ 章 海上事故災害 
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第７ 章 その他の事故災害対策 

第５ 章 航空機事故災害 

第６ 章 原子力等事故災害 
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 第１ 章 大規模火災 

本章では、 異常気象火災,地下街火災、 高層ビル火災、 林野火災等の大規模火災における事前対

策及び応急対応について定める。  

 

【  構 成 】  

１ －１  異常気象時等の火災 

 

１ －２  地下街火災防御対策 

 

１ －３  高層ビル火災防御対策 

 

１ －４  林野火災対策 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 ・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置・ 運営に関するこ と  

消 防 部 

・ 避難指示に関するこ と  

・ 避難誘導に関するこ と  

・ 火災警戒、 鎮圧、 延焼防止に関するこ と  

・ 被災者の救出に関するこ と  
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１ －１  異常気象時等の火災  

１ ． 基本方針 

強風時、 乾燥時、 広域断水時等の異常な状況と なっ た場合に、 火災が発生すれば大火災と な

る危険があるため、 火災警報を発令し 住民に周知する等の方法により 、 注意を 喚起する 。  

異常時には消防部隊を 増強し て警戒に当たり 、 火災の早期発見に努めると と も に、 火災が発

生し た場合は、 早期消火と 延焼拡大の防止に努める。  

火災の規模が拡大する恐れがある 時は、 直ちに応援部隊を 要請のう え、 集中的な防御にあた

るこ と と するが、 部隊や水利の不足により 大火災を 防御するための手段がなく なっ た場合、 道

幅の広い道路、 河川等を防御線と し て設定し 、 部隊を 集結さ せて防御にあたるほか、 状況によ

っ ては破壊消防等により 延焼を阻止する。  

２ ． 強風時の火災防御計画 

( 1)  消防部隊の強化 

状況により 、 警防規程の定めると こ ろ により 、 消防署の部隊を 増強する。  

( 2)  火災警報等発令下の措置 

ア 火災警報の発令 

火災警報は、 神戸地方気象台が発表し た火災気象通報を 兵庫県から 受けた時、 または気

象状況が火災の予防上危険であると 認めら れる時、消防法第 22 条に基づき 神戸市長が発す

る。 なお、 副市長以下専決規程により 消防長が発令する。  

( ｱ)  火災警報発令基準( 神戸市火災予防規則第３ 条)  

・ 風速 15ｍ以上と なっ た場合 

・ 実効湿度 45%以下に低下し た場合 

・ 風速８ ｍ以上と なり 、 実効湿度 60%以下に低下し 、 火災発生の危険が大であると 認め

ら れる場合 

( ｲ)  火災注意報発令基準( 警防規程第 71 条)  

気象状況が火災警報発令基準に近く 、 かつ、 住民に対し て火災に関する注意を う なが

す必要があると 認める場合、 消防長が発令する。  

イ  消防部が行う 措置 

( ｱ)  火災警報が発令さ れ、 気象条件その他により 消防長が特に必要と 認める 時は、 甲号ま

たは乙号非常招集を発令し 、 警備体制を 確保する。  

( ｲ)  火災警報の発令、 解除を 警防規程別表第 10 に定める関係機関に通報、 連絡すると と

も に、 市民への周知を 図るため、 航空機等により 必要な広報を 行う 。  

ウ 消防署が行う 措置 

( ｱ)  甲号または乙号非常招集の発令以外に、管内において広範囲にわたる断減水その他の

悪条件が重なり 、 消防署長が必要と 認める場合は、 丙号非常招集を 発令する。  

( ｲ)  消防団員の出動態勢を 確保する。  

( ｳ)  警報の発令、 解除を関係機関に通報、 連絡する。  

( ｴ)  広報車によるマイ ク 広報、 掲示板による広報を 行う 。  

( ｵ)  車両による警戒パト ロールを 実施し 、 火災の予防を市民に呼びかける。  

( ｶ)  車両及び資機材の万全を 期し 、 出動体制を 整える。  

( 3)  火災防御要領 

消防車両等の出動は、 警防規程に定める出動基準に基づく も のと し 、 効率的な部隊の運用を

行う 。 また出動部隊は次の事項に留意し 、 的確に判断のう え、 防御にあたる 。  

ア 現場最高指揮者は、 時機を 失せず必要な部隊を 増強するほか、 重要方面への延焼阻止を

第一と する。  
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イ  大火災時の延焼阻止線と し て、 南北方向はＪ Ｒ 、 阪神、 阪急等の鉄道及び高速道路等の

高架を 、 また東西方向は、 例えば住吉川、 石屋川等の主要河川そし て道幅の広い道路、

公園、 空地等を活用し て防御に当たる。  

ウ 各級指揮者の防御担当面を指定し て防御に当たら せる。  

エ 消防部隊と 消防団員と の連携による防御活動により 、 早期鎮圧を図る。  

( 4)  飛火警戒要領 

ア 現場最高指揮者は、 飛火警戒の必要があると 認める時は、 消防部隊のう ち から 飛火警戒

隊を 指定し て飛火危険方面に配置する。  

イ  消防部隊と 消防団が飛火警戒に当たる場合は、 消防部隊は飛火により 最も 危険と 判断さ

れる要所に配置する。  

ウ 飛火警戒隊は、 警戒範囲内の住民に対し 、 飛火警戒上の広報を 実施し 、 または緊急に必

要があると き は消防法第 29 条第５ 項に基づき 消防作業に従事さ せ、飛火による 二次火災

の発生を 防止する。  

エ 飛火警戒隊は、 避難者の誘導についても 注意する。  

３ ． 広域断水時の火災防御計画 

( 1)  増水手配の実施 

水道局配水課の職員を 各消防署に配置し て同時出動し 、制水弁の開閉による増水手配を 行う 。

また、 火災発生と 同時に水道局と 連絡をと り 、 同様の処置を依頼する。  

( 2)  消防部隊の出動等 

ア 10ｔ タ ン ク 車等タ ンク 車群を 優先出動さ せる。  

イ  防火水槽、 プール、 河川、 海水等の自然水利を 活用し た防御活動を 行う 。  

ウ 海水を活用できる 場合は、 大容量送水ポンプ車、 消防艇の早期出動を 行う 。  

エ 水利が長距離の場合、 現場最高指揮者は、 中継送水及び相掛かり を 行う など効率的な部

隊の運用を 図る。  

オ 車両積載資機材の点検と 積載ホースを 増加する。  

カ  消防団員の出動体制を 確保し ておく 。  

キ 火災の状況により 、 海上保安庁の消防艇及び協力艇の出動を 要請する。  

ク  企業の自衛消防隊の協力を依頼する。  

ケ 水道局等他機関の給水車の活用を 考慮する。  

コ  日勤者及び非常招集により 消防部隊を 増強する。  

サ 防火水槽、 プール等を 使用し た場合、 必ず補給する。  

( 3)  住民に対する 広報等 

ア 火気の取扱に十分注意するよ う 広報を 徹底し 、 火災の発生防止に努める。  

イ  消火器、 風呂水の蓄え等火災発生時の初期消火の備えを徹底する。  

ウ 消防車両等による 火災警戒パト ロールを 実施する。  

４ ． 続発等異常時の火災防御計画 

( 1)  部隊運用 

ア 続発の状況によ っ ては、 通常時の出動基準によら ず、 １ 件の火災現場への出動部隊を 制

限する。  

イ  司令課管制室が行う 消防管制システムにより 、 消防部隊の効率的な運用を 行う 。  

ウ 消防団員の協力により 、 消火活動態勢を 確保する。  

エ 日勤者及び非常招集職員によ り 消防部隊を 増強する。  
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 ( 2)  火災防御要領 

ア 一般的防御 

地震時は同時多発火災が予想さ れるので、 原則、 火災の発見通報と 同時に最寄り の消防

署から それぞれ消防隊を出動さ せ、 可能な範囲で火災の早期鎮圧を 図り 、 極力、 延焼拡大

の防止を 図る。  

イ  重点的防御 

同時多発火災の場合、 火災の延焼により 、 市民が重大な危険に陥るよう な場所、 市民の

保護及び市民生活に重大な影響を 及ぼすおそれのある対象物、 または施設を 重点的に選定

し て消火活動を行う 。  

なお、 こ の間に参集し た消防職員及び消防団員により 消防力を 強化し 、 他の火災の防御

にあたる。  

ウ 集中的防御 

さ ら に多く の火災が発生し た場合は、 消防力の不足は明白であるので、 可能な範囲で自

然の延焼阻止機能を利用し た延焼阻止線(高架、 大幅員道路、 河川、 公園、 空地、 耐火建築

物等を利用)を 設定し 、 消防力を集中し て防御にあたる。  

エ 避難通路の確保 

市内各所で火災が発生し 、消防力が不足し 、市民の生命、身体に危険が切迫するよう な場合は、

全消防力を投入し て、 市民の生命の保護及び安全な場所への避難通路を確保する。  

( 3)  住民の避難誘導等 

ア 避難行動 

下記の避難行動フ ローによる。  

イ  避難の方法・ 誘導等 

「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第６ 章 避難計画 ６ －２  避難体制」 による。  

ウ 緊急避難場所（ 大火） の指定・ 開設・ 運営 

「 共通編 予防計画 第６ 章 避難計画 ６ －２  緊急避難場所および避難所の指定、 地震・

津波対策編 応急対応計画 第７ 章 緊急避難場所及び避難所の開設・ 運営」 による。  

 

図 1-1-1 避難行動フ ロー図 

火災発生 
 

火災の延焼拡大の
恐れがある  

緊急避難場所（ 大火） へ避難 
（ 本市が指定する 広い公園・ グラ ン ド 等）  

火災の鎮静等により 、 地域や自宅付近の安全が確保さ れる  

避難所・ 知人宅等へ 帰宅 

火災に注意し 、 近く の公園や広場へ 

Yes 

No 

公園等での 
安全確保 

自宅の被災の有無 

Yes 

No 

１
次
避
難 

２
次
避
難 
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( 4)  市民消火活動の強化 

市内各所で火災が発生し た場合、 現有の消防力では対応に限界があるこ と から 、 火災被害を

最小限に食い止めるための方策と し て、 市民による初期消火活動が有効である。  

そのため、 今後設置さ れる可搬式ポンプと ホースが併設さ れた耐震性貯水槽を 利用し た、 市

民によ る初期消火活動を推進すると と も に、 防災福祉コ ミ ュ ニティ に対する消火活動の訓練等

を 充実・ 強化する。  

( 5)  企業自衛消防隊と 市民消火活動と の連携の強化 

企業自衛消防隊は、 自己周辺で火災が発生し た場合は、 可能な限り 消火活動を 行う 。 また、

地域住民の行う 訓練等に参加し 、 連携の強化に努める。  

( 6)  他都市消防機関から の応援 

下記に挙げたも のに加え、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第５ 章 地震火災対策 ５ －６  

他都市消防機関の応援」 に挙げた協定等により 、 応援を求める。  

ア 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る 基本的な事項に関する 計画( 消防組織法

第 45 条) ( 防災 DB 協消防 資料 1)  

イ  緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する 要網及び運用に関する 要網( 防災 DB 協消防 

資料 2、 3)  

応援要請要領及び応援隊の任務等については、 地震・ 津波対策編に定めると おり と する。  
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１ －２  地下街火災防御対策  

１ ． 地下街火災の特性および警防活動 

( 1)  地下街火災の特性と し て次の諸点に留意のう え、 警防規程に基づき 火災に対応する。  

ア 一般的な燃焼特性 

地下街は、 地上の密集商店街と 類似し ている が、 地下に設けら れているため、 その燃焼

は出火箇所の区画の状況、 内部可燃物の状態、 空気の流動の多少によっ て異なり 、 特性と

し て①濃煙の充満、 ②緩慢な燃焼などが挙げら れる。  

イ  避難およ び救助の困難性 

地下街火災の避難および救助にあたっては、一般建物火災に比べて次のよう な困難性が生ずる。 

( ｱ)  避難路の不明確性 

( ｲ)  パニッ ク 現象による避難困難性 

( ｳ)  要救助者の確認困難性 

( ｴ)  消防活動の人命危険性 

２ ． 事前対策 

( 1)  施設管理者等が措置する事項 

ア 防火管理体制の現状把握 

( ｱ)  消防用設備等の点検 

( ｲ)  防火管理者の責務の周知 

イ  施設等の改善と 実施 

施設管理者等は、 その施設の整備なら びに管理について、 特に避難対策を 重点に改善の

計画を作成し 、 実施する。  

ウ 連絡協調体制 

( ｱ)  地下街の状態変化に即応し た消防計画を作成し 、 消防機関に提出する。  

( ｲ)  火災発生時に、 消防機関に人命危険、 火災情報等を連絡する。  

エ 教育訓練の実施 

地下街関係者は、 関係する施設等と 合同し て、 消防に関する知識・ 技能の教育訓練を 随

時行い、 常に火災に対処し 得るよう に努める。  

( 2)  警防計画 

各消防署は、事前に対象物の構造、設備等の実態を調査・ 検討し、実態に即応した防御計画を作成する。  

ア 警防計画の基本方針 

作成にあたっ ては、 避難誘導及び救助活動等の人命安全確保を 最重点と する。  

イ  消防部隊の配備・ 運用計画 

要救助者の状況および対象物の燃焼力と 燃焼経過を 推定し て、 こ れに対応する消防部隊

と 所要資機材を的確に判定し 、 配置すべき 位置、 集結または活用すべき 場所を 計画する。  

ウ 対象物の組織、 設備等の活用計画 

消防隊の円滑な防御活動を 実施するため、 特に次の事項について計画する。  

( ｱ)  自衛消防組織の活動方針把握及び消防隊と の連携方法等 

( ｲ)  消防用設備等の設置状況把握及びその活用方法等 

( 3)  関係機関に対する情報連絡並びに協力の依頼 

地下街火災の消防活動を、 有機的かつ総合的に実施するため、 警察、 医療、 ガス、 電気その

他関係機関と の情報連絡体制を確立し ておく 。  

  



■ 大規模事故災害対策編 

［ 予防・ 応急対応計画］ １ ． 大規模火災 

大規模事故災害対策編 －8－ 

３ ． 地下街火災発生の際の出動体制 

地下街火災の発生に際し て、 次の出動体制に基づき 応急対応を する。 なお、 死傷者が多数発

生し た場合には、 「 大規模災害運用要綱」 による。  

出動区分 指揮隊 消防隊 救助隊 救急隊 特殊･支援隊 ヘリコプター 計 

第１ 出動 ２ 隊 ６ 隊 ４ 隊 １ 隊  ３ 隊  １ 隊 17 隊 

第２ 出動 － ６ 隊 １ 隊 １ 隊 － － ８ 隊 

第３ 出動 － ４ 隊 － － － － ４ 隊 

計 ２ 隊 16 隊 ５ 隊 ２ 隊  ３ 隊  1 隊 29 隊 

 

１ －３  高層ビル火災防御対策  

１ ． 自衛消防体制 

( 1)  事前措置 

高層建物の管理について権限を 有する者は、 法令の定めると こ ろ により 、 ア） 当該防火対象

物について消防計画の作成及び再検討、 イ ） 消防計画に基づく 消火、 通報連絡及び避難の訓練

実施、 ウ） 消防の用に供する設備、 消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、 エ）

火気の使用、 取扱に関する監督、 オ） 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収

容人員の把握等、 を 徹底さ せると と も に、 災害活動上支障と なる物件の除去その他必要と 認め

る事項に関し 、 事前の措置を 講ずる。  

ア 消防計画の作成 

避難計画、 自衛消防隊の結成等に留意する。  

イ  消防用設備の管理 

自衛消防隊等により 、 十分に活用でき るよう 消防用設備の維持管理を徹底さ せる。  

ウ 教育訓練の強化 

自衛消防隊員、 従業員の初期消火及び通報、 避難誘導等に関する教育訓練を 徹底する。  

エ 消防隊と の協力体制の確立 

( 2)  火災発生時の措置 

ア 消防機関へ火災発生の通報 

イ  火災状況確認 

ウ 建物内部に対する 火災発生の放送と 避難誘導 

エ 初期消火 

オ 消防隊到着時の措置 

カ  その他の措置 

２ ． 事前対策 

( 1)  警防計画の作成 

消防署長は警防規程に基づき 、 高層建物警防計画を 作成する。  

ア 計画事項は、 建物の実態把握、 消防部隊の配備・ 防御の重点方策等と する。  

イ  警防計画を 活用し て各級指揮者への事前命令、 図上訓練の実施、 各隊の連携体制の確立

等を 図る。  
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３ ． 応急対応計画 

高層ビル火災の発生に際し て、 次の出動体制に基づき 応急対応を する。  

出動区分 指揮隊 消防隊 救助隊 救急隊 特殊･支援隊 はし ご隊 ヘリコプター 計 

第１ 出動 ２ 隊 ５ 隊 ３ 隊 １ 隊 － １ 隊 １ 隊 13 隊 

第２ 出動 － ３ 隊 １ 隊 － ２ 隊 １ 隊 － ７ 隊 

第３ 出動 － ４ 隊 － － － － － ４ 隊 

計 ２ 隊 12 隊 ４ 隊 １ 隊 ２ 隊 ２ 隣 １ 隊 24 隊 

 

１ －４  林野火災対策  

１ ． 林野の現況 

( 1)  地勢 

神戸市を 代表する六甲連山は、 武庫川を 東端と し 、 宝塚・ 西宮・ 芦屋の各市を 経て、 神戸市

域を 南北に分断し つつ塩屋まで連なっ ている。 六甲連山を 大き く 分けると 主六甲山塊と 、 小六

甲と 呼ばれる帝釈山塊と が、 県道神戸三田線を はさ んで対峙し ている。  

主六甲山塊には、 標高 931ｍの六甲最高峰を 初めと し 、 摩耶山( 698ｍ) 、 再度山( 469ｍ) 、 菊水

山( 459ｍ) 、 高取山( 325ｍ) 、 鉄拐山( 237ｍ) などの山々が、 ド ラ イ ブウェ イ 、 主要県道、 神戸電

鉄、 登山道などによっ て縦横に区分さ れながら 、 東から 西に低く 傾斜し ている。  

帝釈山塊は、 帝釈山( 586ｍ) を中心に北神地域で大き な面積を占めている。  

西神地域には高い山がなく 、 標高 200ｍぐ ら いまでの山々が点在し て高原状を なし ている。  

( 2)  植生の状況 

現況は、 針葉樹、 広葉樹を はじ め、 こ れら の混交林及び雑木と し てヤシャ ブシ、 ヤマハンノ

キ、 ヒ メ ハンノ キ、 ニセアカ シヤなどが植生し ている。  

植生の大まかな分布では、 六甲山系の東部に針葉樹林( マツ、 スギ、 ヒ ノ キ) 、 西部に広葉樹

林( カ シ、 シイ 、 ク スノ キ) が多い。  

２ ． 林野火災の特性 

林野火災の特性と し て主な事項を あげると 次のと おり である。  

① 林野は広大であるが、 一定の季節、 時刻、 地域等に集中的に発生する傾向がある。  

② 出火原因のほと んどは、不特定な入山者のたき 火、たばこ 、マッ チ等による単純な不注意や、

あぜ焼から の延焼、 飛火である。  

③ 延焼形態は、 気象、 植生物、 林相等によっ て大き な影響を 受け、 千差万別である。 また、  発

見通報が遅れるため、 大規模な火災に移行する恐れが大き い。  

④ 消防車の通行可能な林道が少ないこ と 及び水利の便が悪いこ と から 、消火体制が整う までに

相当時間を要する。 その間に延焼拡大を 続け、 消火活動に長時間を 要し 、 消防隊員の疲労と 危

険が伴う 。  

⑤ 主と し て、 かん木、 未成育樹、 笹、 雑草の多い林野については、 延焼が急速で火面が拡大し

易いが、 一旦注水すれば消火は容易である。  

⑥ 可燃物の質量は、 場所によっ て大き な差がある。  

⑦ 地形によっ て局所的に気象状況が急変し 、 急激燃焼等により 人命の危険を 伴う 。  

３ ． 事前対策 

( 1)  消防機関によ る対策 

予防広報、 防火パト ロール、 監視体制の強化なら びに広報板の設置、 喫煙場所標識の設置等

の施設面を整備する。  

ア 予防広報 
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山火事防止月間行事と し て、 現在実施し ている事項を 含めて次のと おり 行う 。  

① 職・ 団員による登山道等での広報訓練、 ②指導委員（ グリ ーンパト ロール） によ る登

山者へのマナー指導、 ③ホームページ・ SNS・ ラ ジオ・ テレビ等を 活用し た広報、 ④山火

事防止啓発広報物の配布 

イ  防火パト ロール 

林野火災多発期間は、 職・ 団員及び山の指導委員( グリ ーン パト ロール) を 主体に登山コ

ース等の防火パト ロールを 実施する。  

ウ 監視体制 

林野火災多発地域を 重点に火災の早期発見と 広報を 併せて実施するため、 状況に応じ て

ヘリ コ プタ ーによる上空から の監視及びテレビ監視を 行う 。  

( 2)  消防施設等の整備 

林野火災の防御活動を より 効率化するため、 機械力の導入を 積極的に図ると と も に、 それら

を 有効に活用するための施設を整備する。  

ア 林野火災用水利の整備 

イ  ヘリ コ プタ ー活用拠点の整備 

ウ 活用資機材の整備 

( 3)  消防体制の確立 

林野火災発生時には直ちにその特性に応じ た消防体制へ移行でき るよう 体制の整備を 図る。  

ア 出動体制 

第１ 出動でポン プ自動車( タ ンク 車を 含む、 以下同じ ) ４ 台、 10ｔ タ ンク 車１ 台、 ヘリ コ

プタ ー１ 機、 及び指揮車２ 台と し 、 以降は現場の状況に応じ て第２ 出動により 対応する。  

イ  警防計画の作成と 整備 

消防署ごと に管轄区域内の重要な林野を 対象に効果的な防御活動ができ るよう 、 林野火

災警防計画書等を 作成し 、 平素から 消防隊員に周知し ておく 。  

ウ 消防訓練の実施 

林野火災多発期前には、 林野火災警防計画書に基づき 各消防署管内の林野火災多発地域

を 対象に、 図上訓練と 実地訓練を 行い、 各種防御技術の習熟を 図ると と も に、 林野火災用

防火水槽等への補水その他水利確保の措置を講じ ておく 。  

４ ． 防御活動 

林野火災の防御は、 迅速な出動による早期注水体制の確立により 行う 。  

( 1)  ヘリ コ プタ ーによる消火及び情報連絡 

航空機動隊は、 林野火災第１ 出動で出動し 、 消火活動のほか司令課及び現場最高指揮者と 密

接な連絡をと り 、 地上部隊の誘導、 情報の収集伝達その他防御活動に従事する。  

( 2)  集結場所の決定 

火面が広範囲にわたる場合には、 出動部隊を 一定の場所に集結さ せ、 任務分担を 明確に指示

し 、 一斉に防御活動を 行う 。  

( 3)  増強部隊の要請 

現場最高指揮者は、 大規模火災で鎮圧に長時間を 要すると 認めら れる場合は、 機を 失せず増

強部隊を 要請する。  

( 4)  隣接市町と の境界付近の林野火災 

隣接市町と の境界付近の林野火災については、 すみやかに相互応援協定に基づき 、 当該区域

への延焼防止活動の要請を 行う 。  
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( 5)  飛火警戒 

林野火災時には、 風速、 局地風の発生、 火災規模、 地形、 可燃物の状況によっ て差はあるが、

飛火による二次、 三次火災の発生の危険がある。 状況に応じ て飛火警戒隊の配置、 警戒範囲等

にも 十分配慮する。  

( 6)  残火の警戒 

現場最高指揮者は、 消火方法、 風速、 可燃物の種類、 腐葉土の堆積状況等を 考慮し 、 再燃出

火の危険があると 判断し た場合は、 警戒員を 待機さ せるなど残火の警戒を行う 。  



■ 大規模事故災害対策編 

［ 予防・ 応急対応計画］ ２ ． 海上事故災害 

大規模事故災害対策編 －12－ 

 第２ 章 海上事故災害 

海上において大規模な船舶の事故が発生し た場合、 消火・ 人命救助のため、 船艇や航空機な

どによる大規模な応急対応が必要と なる。  

また、 船舶事故等により 大規模に油等が流出し た場合、 流出油の防除は原則と し て船舶所有

者に責任があるが、 自力で解決が不可能で、 本市の港湾区域、 漁港区域及びその周辺の陸岸に

近い海域( 以下「 沿岸海域」 と いう 。 ) 等において重大な影響が発生、 も し く は発生する恐れが

ある場合、 被害を 防止するため、 各防災関係機関と 協力し て対応する必要がある。  

こ こ では、 本市が防災関係機関と 協力し てと るべき 対策を 中心に応急的に定めるが、 本計画

と 「 兵庫県地域防災計画 海上災害対策計画」 等、 他の計画と の整合を 図るため、 適宜、 本計画

の修正等を行う 。  

 

【  構 成 】  

２ －１  海上事故災害の範囲 

 

２ －２  災害予防対策 

 

２ －３  災害応急対策 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 
・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置・ 運営に関するこ と  

・ 海上事故災害における連絡体制に関するこ と  

港 湾 部 
・ 港湾区域等での応急処置に関するこ と  

・ 流出油防除資機材の整備に関するこ と  

消 防 部 

・ 港湾区域等での応急処置に関するこ と  

・ 流出油防除資機材の整備に関するこ と  

・ 捜索・ 救助・ 救急・ 消火に関するこ と  

健 康 部 ・ 救急医療に関するこ と  

環 境 部 ・ 大気汚染対策等に関するこ と  

区 ・ 各 部 ・ 情報提供、 広報に関するこ と  
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２ －１  海上事故災害の範囲  
こ の計画における「 海上事故災害」 と は、 以下の場合を 指し 、 災害が発生し 、 又は発生の恐れ

がある場合に適用する。  

① 本市の沿岸海域における船舶の衝突、 乗揚、 転覆、 火災、 爆発、 浸水、 機関故障等の海難発

生により 多数の遭難者、 行方不明者、 死傷者等が発生し た場合 

② 重油等の大量流出等により 著し い海洋汚染、 火災、 爆発等が発生し 、 本市沿岸海域及び陸

岸に被害が及んだ場合又は被害が及ぶ可能性がある場合 

 

 

２ －２  災害予防対策  

１ ． 情報の収集・ 伝達手段の整備 

( 1)  連絡体制等 

危機管理部等は予め以下の項目を 定めておく 。  

ア 事故発生時の連絡体制は以下のと おり と する。  

  
イ  庁内の連絡体制は以下のと おり と する。  

  

ウ 国・ 県等への情報伝達 

兵庫県災害対応総合情報ネッ ト ワーク システム( フ ェ ニッ ク ス防災システム) 、 ホッ ト ラ

イ ン等を 利用し た国・ 県等の計画に基づく 情報伝達体制の整備 

エ 情報収集・ 伝達手段の確保 

コ ンピュ ータ ーシステム、 有線系・ 無線系・ 衛星系システムの整備 

オ 消防部監視カ メ ラ 、 ヘリ コ プタ ーなどを 利用し た情報収集体制の整備 

( 2)  情報の分析整理 

危機管理部、 消防部等は、 防災関係の職員に対し 、 平素から 専門的な知識を 習得さ せると と

も に、 関連情報を 収集し 、 情報の分析・ 整理の向上に努める。  

  

事故船舶・ 施設          現認者 

神戸市（ 消防部）  

消防部又は最寄り の消防署 最寄り の警察署 

海上保安庁 第五管区海上保安本部 神戸海上保安部 

消 防 部 危機管理部 

市 長 部 

特に緊急連絡を要する関係部 

健康部 

環境部 経済観光部 建設部 

港湾部など 

市 長 ・ 副 市 長 
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２ ． 災害応急体制の整備 

( 1)  捜索・ 救助・ 救急・ 医療活動 

消防部等は、 海上災害に備えて船舶・ ヘリ コ プタ ー・ 救助資機材を 整備すると と も に、 健康

部等は医療システムを 充実さ せる。  

( 2)  消火活動 

ア 資機材の整備、 相互応援協定の締結 

消防部は、 消防艇、 化学消火薬剤など消防用設備等の整備促進を図る。  

イ  他都市等と の連携 

本市または隣接市町の区域で災害が発生し た場合に、 相互の消防力等を 活用し て応急対

策活動を 行う ための相互応援協定を締結する。  

( 3)  緊急輸送活動 

本市は、 神戸海上保安部、 警察等と 連携し て、 傷病者や物資の搬送のための緊急輸送が円滑

に進むよう 、 緊急輸送用車両の確保やヘリ コ プタ ーを 活用するための離発着場の指定など、 予

め対策を 講じ る。  

( 4)  大規模流出油の防除 

ア 船舶・ オイ ルフ ェ ンスなど流出油防除資機材の整備 

海上へ流出し た油の拡大を 防止するためオイ ルフ ェ ンスの展張、 油の処理・ 回収作業を

行う ための資機材を以下のと おり 整備し ている。  

※ 隣接市町における 流出油駆除資機材の保有状況（ 防災 DB 大予応 資料 2-2-1)  

 

( ｱ)  港湾部 

ａ  オイ ルフ ェ ンス 

保存場所（ 海面までの引出し 距離）  保有量( ｍ)  

神戸市中央区波止場町、 国産３ 号上屋（ 約 230m）  

PI 北公園（ 20m）  

480 

200 

須 磨 港    ( 15m)  75( 25×３ )  

 

ｂ  油処理剤( ゲル化剤を含む)  

保存場所 保有量 備考( 製造所名等)  

神戸市中央区波止場町、  

国産３ 号上屋（ 約230m）  
43 缶 774 ㍑ メ ールク リ ーン 505 タ イ ホー工業 

 

ｃ  油吸着材( 高粘度油回収ネッ ト を含む)  

保存場所 製品名 保有量( 枚)  

神戸市中央区波止場町、  

国産３ 号上屋（ 約 230m）  
タ フ ネルオイ ルブロ ッ タ ー 1, 000 

 

ｄ  船艇 

船名 
総ト ン数 

( 航行区域)  

速力 

( ノ ッ ト )  

最大搭載人員 

( 乗組員数)  

放水能力 

( m3/h)  
通信設備 通常の用途 

竜王 
18. 00 

( 平水区域)  
10 

10 

( 3)  
60 

国際 VHF 携帯

業務無線 
港務艇 

きく すい 
26. 00 

( 平水区域)  
18. 0 

20 

( 4)  
40 

国際 VHF 携帯 

業務無線 
港務艇 
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( ｲ)  消防部 

ａ  油処理剤( ゲル化剤を含む)  

保存場所 保有量 備考( 製造所名等)  

水上消防署 15 缶 270 ㍑ シーグリ ーン、 ネオス 

なお、 油処理剤は、 火災の発生危険の高いと き 以外は使用し ない。  

 

ｂ  船艇 

船名 
総ト ン数 

( 航行区域)  

速力 

( ノ ッ ト )  

最大搭載人員 

( 乗組員数)  

放水能力 

( ℓ)  
通信設備 通常の用途 

たかと り  46. 00 27. 0 19( 7)  16, 000 消防無線 消防艇 

く すのき  19. 00 24. 0 15( 6)  10, 000 消防無線 消防艇 

 

( 5)  環境保全対策 

環境部等は、 流出油災害等に備えて環境調査体制、 関係職員等の啓発を 図る。  

( 6)  防災訓練の実施 

「 大阪湾・ 播磨灘排出油等防除協議会」 が主催する訓練等に参加すると と も に、 本市総合防

災訓練についても 、 海上災害を 想定し た訓練を 充実し 、 隣接市町、 関係機関等と の連携強化、

職員の防災活動への習熟を 図る。  

( 7)  海上防災思想の普及 

危機管理部等は、 海上防災思想の普及を 図るため、 職員への防災関係研修での海上災害に関

する内容の充実、 海上災害に関する資料等の情報提供等に努める。  
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２ －３  災害応急対策  

１ ． 事故発生情報等の伝達 

防災関係機関等に対する事故発生及び災害の状況の伝達は、 災害予防対策で予め定めた伝達

系統により 行う 。  

２ ． 活動体制の確立 

( 1)  流出油事故警戒本部の設置( 大規模流出油事故災害の場合)  

危機管理部長は、 大阪湾内等で流出油事故が発生し 、 本市沿岸海域等にも 影響が出る可能性

がある場合は、 警戒本部を 設置する。  

本部長は危機管理部長、 本部員は以下のと おり と する。  

危機管理室防災専門官、 危機管理室課長（ ６ ） 、 市長室広報戦略部課長（ 広報担当） 、 健康局

政策課長、 環境局環境創造課課長（ 総務担当） 、 経済観光局経済政策課長、 建設局総務課長、  

港湾局海岸防災課長、 港湾局海岸防災課課長（ 防災担当） 、 消防局警防部警防課長 

 

( 活動内容)  

ア 流出油に関する情報の収集・ 伝達等 

各部は、 必要に応じ て以下の活動を行う 。  

( ｱ)  情報収集・ 伝達 

各部は、 海面監視、 パト ロ ールなどにより 状況を 把握し た場合、 必要に応じ て危機管

理部及び各部局に伝達する。  

また危機管理部は、収集し た情報を 国・ 県防災計画等に基づき 、関係機関に報告する。  

( ｲ)  流出油及び海面の監視 

初期情報から 、 流出油等の影響が沿岸海域にあると 認める時は、 関係部局は次により

流出油を 監視する。  

ａ  港湾部及び消防部は、 港務艇、 ヘリ コ プタ ー等による情報収集を 行う 。  

ｂ  沿岸施設所管部局は、 流出油の動向により 必要に応じ て施設の海面監視を 行う 。  

( 建設部： 下水処理場等、 港湾部： 神戸港管理事務所等、 その他部局： 各管理施設）  

イ  各部の連絡調整 

ウ 必要に応じ て現地警戒本部の設置 

エ 海上事故対策本部の設置の検討 

( 2)  海上事故対策本部の設置 

市長は、 船舶事故等により 大規模な消火・ 救助・ 救出・ 医療活動等が必要と なっ た場合、 又

は流出油等の重大な影響が本市沿岸海域等に及ぶと 認めら れる場合は、 神戸市海上事故対策本

部( 以下、 「 事故対策本部」 と いう 。 ) を設置し 、 応急対応活動体制を 確立する。  

なお、 本部長は市長、 副本部長は副市長と する。 また、 本部員は下記構成局の局長と する。  

 

ア 事故対策本部構成局( 大規模流出油事故災害の場合)  

 事故対策本部構成局 

大規模流出油事故災害の場合 市長室 危機管理室 行財政局 

健康局 環境局 経済観光局 建設局 

港湾局 消防局 

大規模流出油事故災害以外の場合 災害の状況に応じ て市長が指名 

イ  職員の派遣 

事故対策本部構成局は、 本部が設置さ れた場合、 情報連絡室( オペレ ーショ ンセンタ ー)

に情報連絡員を派遣する。  
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ウ 現地対策本部の設置 

被災現地での応急対応や市役所等と の連絡・ 調整を 円滑に進めるため、 必要に応じ て現

地に「 現地対策本部」 を設置する。  

( 3)  災害対策本部の設置 

ア 設置基準 

市長は、 本市沿岸海域等で海上災害が発生し 、 または災害が発生する恐れがある場合、

特に全庁的に防災活動の推進を 図る必要があると 認める時は、 災害対策本部を 設置する。  

イ  組織及び事務分掌 

「 共通編 防災組織計画 第３ 章 防災に関する組織」 による。  

( 4)  職員の動員・ 配備 

流出油等が本市陸岸に漂着し た場合又は漂着の恐れがある場合は、 流出油回収等にあたっ て

多数の人員を 必要と するこ と から 、 事故対策本部又は災害対策本部は、 必要な人員を 確保する

ため、 防災指令等に基づき 職員を 動員・ 配備する。  

※以下に掲げる活動は、 事故対策本部、 災害対策本部の設置の有無にかかわら ず必要があれ

ば各部は活動を 行う 。  

( 5)  他都市及び防災関係機関と の連携 

県が流出油防除対策のために設置する地元連絡協議会に参加する など、 他防災関係機関と の

積極的な連携を 図る。 また、 必要に応じ 、 各種災害時相互応援協定等に基づき 、 隣接市町等に

対し 応援を要請する。  

３ ． 港湾区域等での応急措置 

港湾部は、 港湾区域等における船舶火災、 大量の流出油災害の軽減と 安全を 確保するため、

次の事項を実施する。  

( 1)  阪神港長に対し 、 入港船の停止等の海上規制を 要請する。  

( 2)  関係機関と 協力し て油の拡散防止、 火災の延焼防止に努める。  

( 3)  ふ頭に影響を 及ぼす場合、当該担当管理セク ショ ンはふ頭利用業者に対し 協力を 要請する。 

( 4)  防災関係機関と の連絡調整を 図る。  

４ ． 捜索・ 救助活動 

( 1)  海上における火災救出等は、 神戸海上保安部が主体と なっ て対応するが、 特に本市沿岸部

で海難があっ た場合は、 消防部は神戸海上保安部と 協力し て活動する。  

( 2)  災害の規模、 態様に応じ 、 神戸海上保安部長と 消防部長は、 「 船舶における消防活動等に

関する業務協定（ 防災 DB 協消防 資料 17） 」 に基づいて活動する。  

( 3)  協定外の業務にあっ ても 、 災害の規模、 態様によっ ては、 神戸海上保安部長と 消防部長が

協議し て活動する。  

５ ． 救急・ 医療活動 

消防部、 健康部等は、 海上事故による負傷者等の救急・ 医療活動について、 以下の主な活動

等を 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第４ 章 救助・ 救急医療体制」 に準じ て行う 。  

① 救護所の設置、 ② 救護班の編成、 ③ 負傷者の病院等への搬送、  

④ 県、 日赤等への医師等派遣要請 等 

６ ． 消火活動 

消防部は、 海上火災につき 神戸海上保安部等から 応援要請があっ たと き は、 協力し て消火活

動を 行う 。  
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( 1)  「 船舶における消防活動等に関する業務協定」  

神戸港湾区域内における消火活動の分担範囲は以下のと おり 定めら れており 、 分担外につい

ても 相互に協力する。  

神戸市消防部の分担範囲 

１  ふ頭、 又は岸壁に保留さ れた船舶及び上架又は入架又は入

架中の船舶 

２  河川又は運河における船舶 

神戸海上保安部の分担範囲 １  上記以外の船舶 

 

( 2)  情報受伝達内容 

現場等で情報を収集し た場合、 次の事項を 防災関係機関に受伝達する。  

ア 要救助者情報、 イ  被災の状況( 関係者、 関係機関から の情報) 、 ウ 船舶の構造 

エ 積載物の情報( 量、 種類、 危険性) 、 オ 設置消火設備の状況等 

( 3)  消防警戒区域の設定 

陸上への延焼防止など二次災害に配慮し た警戒区域の早期設定、 また災害の推移に基づく 拡

大、 縮小を行う 。  

( 4)  消防活動の重点実施項目 

消防部の消防活動は、 次の事項に留意し て活動を行う 。  

ア 現場最高指揮者は、 各種船舶の火災特性、 潮流、 波浪、 風速及び火災船舶周辺の状況等

の各種事象を 把握し 、 その状況に適応し た防御を行う 。  

イ  現場最高指揮者は、 防御に際し て関係機関及び当該火災船舶の関係者等と 協議のう え防

御方針を 決定する 。 ただし 、 はし けその他小規模な火災で、 協議の必要が認めら れない場

合は、 こ の限り でない。  

ウ 陸上部隊は、 当該火災船舶の消火及び沿岸施設への延焼防止を 、 水上部隊は、 当該火災

船舶の消火及び周辺船舶への延焼防止を主眼と し て連携を 密にし 、 行動する。  

エ 現場最高指揮者は、 火災を確認し 、 注水、 蒸気、 炭酸ガス、 薬剤、 その他各種消火手段の

う ち効果的な手段を 取る。 ただし 、 注水消火に際し ては、 火災船舶の傾斜等に十分注意す

る。  

オ 各級指揮者は、 ハッ チ内等への進入に際し 、 特別の理由がある場合を除き 、 隊員の単独

行動を命じ てはなら ない。  

７ ． 緊急輸送活動 

対策本部等は、 神戸海上保安部、 警察等と 連携し て、 以下の主な活動などについて、「 地震・

津波対策編 応急対応計画 第 11 章 災害時交通規制・ 緊急輸送対策」 等に準じ て行う 。  

( 1)  市登録業者から の緊急輸送用車両の確保 

( 2)  緊急輸送用車両の県などへのあっ せん依頼 

( 3)  市道などの緊急道路啓開 

( 4)  ヘリ コ プタ ーによる緊急輸送活動 など 
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８ ． 流出油防除対策 

( 1)  資機材の調達 

行財政部等は、 以下の流出油防除用資機材を 業者等から 調達する。  

ア スコ ッ プ類、 イ  へら 類、 ウ ひし ゃ く 、 エ バケツ、 オ ビニールシート 、  

カ  ゴム手袋、  キ 長靴、  ク  ビニール合羽、     ケ マスク 等 

 

なお、 事故対策本部等は、 以下の資機材について、 流出油防除活動上不足する も のは、 国等

へ支援を 要請し 、 調達する。  

ア オイ ルフ ェ ンス、 イ  油回収機、 ウ 油処理剤、 エ 油吸着材、 オ 液体油ゲル化剤、

カ  粉末油ゲル化剤 

 

( 2)  本市沿岸海域における防除対策 

神戸市は、 神戸海上保安部から 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく 要請を

受けた場合、 又は市長が必要と 認めた場合は、 重油等の海岸への漂着に対処する ため、 その防

除について、 神戸海上保安部等と の連携を 密にし て必要な対応を 行う 。  

( 3)  本市陸岸に漂着し た油等の回収 

流出し た油等が本市陸岸に漂着し た場合、 事故対策本部等は、 県が作成し た回収方針に基づ

き 作業計画を 策定する 。 その際、 漁業・ 観光業者の意見を 聞く 。 また、 活動に必要な人員を 算

定し 、 防災指令等に基づき 、 各部局より 職員を 動員・ 配備する。  

( 4)  回収し た流出油等の応急的な一時保管 

船主等の防除義務者及び防除義務者と 契約を 結んでいる防除業者等が、 流出油等の保管・ 運

搬・ 処理を 直ちに行う こ と ができ ない場合、 事故対策本部等は、 神戸海上保安部等防災関係機

関と 協力し て利用可能な空地等での廃油等の一時保管を行う 。  

その際、 事後の補償交渉等を 考慮し て、 防除業者等を 通じ 事前に保険会社と 協議する。  

なお、 本来的には船主等の防除義務者及び防除義務者と 契約を 結んでいる防除業者等が主体

と なっ て廃油等の保管・ 運搬・ 処理を 行う こ と と なっ ている。  

( 5)  大気汚染対策 

流出油等の気化等によ る大気汚染に対し ては、 初期情報に基づき 、 以下のと おり 対応する。  

ア 環境部は、 大気の監視及び汚染物質の分析を 行い、 汚染の状況に応じ た対応を 関係部局

に通報する。  

イ  健康部は、流出油の成分及び大気の分析結果から 汚染物質による人体への影響を 調査し 、

汚染の状況に応じ た対応を 関係部局に通報する。  

また、 市立病院、 区保健福祉部等に対応を 指示する 。  

ウ 事故対策本部又は災害対策本部、 環境部及び健康部から の通報内容に基づき 、 必要と 判

断し た場合、 市長は県知事を 経由し て災害時における 放送要請に関する 協定( 防災 DB 協防

災関連 資料 2-1～4) に基づき 、 報道機関に対し 、 「 市民が注意すべき 事項」 について放送

を 要請する。  

＊注意喚起の内容( 例)  …①外出の自粛、 ②窓、 扉を 閉める、 ③外出時のマスク 着用 

④注意を 要する地域、 ⑤その他必要な事項 

エ 広報 

各区及び関係各部は、 連携し て、 大気汚染等に関する情報及び区民の注意すべき 事項に

ついて広報車等により 広報する と と も に、 必要に応じ て防災行政無線同報系を 利用し た広

報も 行う 。  

 



■ 大規模事故災害対策編 

［ 予防・ 応急対応計画］ ２ ． 海上事故災害 

大規模事故災害対策編 －20－ 

( 6)  健康対策 

流出油等の揮発成分等による中毒患者が多数発生し た場合の、 市立病院などにおける医療活

動は、 次により 実施する。  

ア 患者受入れ体制の整備 

( ｱ)  院内の応急体制を 整える 

( ｲ)  正確な情報の収集に努める 

( ｳ)  流出し た油の種類等の情報等に基づき 適切な治療方針をたてる 

イ  救護所の設置・ 医療救護班の派遣 

健康部は、 必要に応じ て現地に医療救護所を 設置すると と も に、 医療救護班を 派遣し 、

医療救護活動を実施する。  

ウ 患者数、 患者の症状など医療関係情報の集約 

健康部は、 患者数の把握、 治療情報等を 集約し 、 事故対策本部等へ報告する。  

エ 回収作業従事者等の健康管理 

健康部は、各区保健福祉部等と 連携し て回収作業従事者の健康状態を 把握すると と も に、

地域住民の健康状態の悪化を 防止するため、 地域巡回等による 健康相談を 実施する。  

( 7)  市民利用施設対策及び海産物対策 

ア 海水浴場及びその他水域の監視・ 水質検査 

環境部は流出油の動向に応じ て、 海水浴場及び必要な水域の監視・ 水質検査を 行い、 水

質の汚染の度合いに応じ た関係局の対応を 要請する。  

イ  本市が管理する市民利用施設対策 

施設管理担当局は、 漂着油による被害が予想さ れる場合や水質検査結果に基づき 、 利用

者への広報、 施設の閉鎖等必要な対策を実施する。  

ウ 漁業協同組合及び民間施設への情報提供等 

( ｱ)  漁業協同組合への情報提供 

経済観光部は、 漁業協同組合に対し て必要な情報の提供及び収集を 行う 。  

( ｲ)  民間施設への情報提供及び指示 

関係部は、 沿岸部の民間施設に対し て、 必要に応じ て前記の漁業協同組合に準じ て情

報の提供を 行い、 施設の利用の制限、 禁止等の措置を 取るよう に指示する。  

エ 汚染水産物対策 

( ｱ)  汚染水産物の排除 

健康部は、 経済観光部( 市場) 及び各区( 保健福祉部) と 連携し 、 市場等の市内監視指導

を 強化徹底するこ と で、 流出油等による汚染が疑われる水産物の流通を 防止する。  

( ｲ)  市民等から の相談対応 

汚染水産物に対する市民の相談については、 各区保健福祉部で対応する。  

( ｳ)  水産物の汚染の実態把握 

汚染の実態を 把握するため、 健康科学研究所において、 厚生労働省から 事故時に示さ

れる汚染指標物質の実測値の把握に努める。  

( 8)  野性動物の保護 

事故対策本部等は、 流出油等によ る海鳥などの野性動物への被害が発生し たと き は、 ボラ ン

ティ ア、 関係機関の協力を 得て、 こ れを保護する。  

( 9)  ボラ ンティ アへの活動支援 

本市陸岸に流出油が漂着し た場合等、 作業を 行う う えで多数の人員を 必要と する場合は、 ボ

ラ ンティ ア等の協力も 得て回収作業を 実施する。  

また、 県に対し ても 必要に応じ て災害救護専門ボラ ンティ アの協力を要請する。  

なお、 ボランティ アへの支援活動は、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第 13 章 ボラ ンティ ア活

動支援」 に定める活動に準じ て行う ものと し 、 状況を勘案し て活動場所・ 内容等を決定する。
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 第３ 章 鉄道事故災害 

本計画では、 市内に運行さ れる鉄道施設において発生が予想さ れる衝突、 火災等の事故につ

いて、 事業者及び本市のと るべき 予防、 応急対策を 定める。  

 

【  構 成 】  

３ －１  鉄道路線の現況 

 

３ －２  災害予防対策 

 

３ －３  災害応急対策 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 
・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置・ 運営に関するこ と  

・ 鉄道事故の応急対策に関するこ と  

消 防 部 ・ 鉄道事故の予防・ 応急対策に関するこ と  

鉄 道 事 業 者 ・ 鉄道事故に関する予防・ 応急対策に関するこ と  

関 係 部 ・ 各部の応急対応に関するこ と  
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３ －１  鉄道路線の現況  
本市内では、 神戸市営地下鉄、 Ｊ Ｒ 西日本、 阪急電鉄、 阪神電気鉄道、 山陽電気鉄道、 神戸電

鉄、 神戸高速鉄道、 神戸新交通等が運行し ている。  

 

 

３ －２  災害予防対策  

１ ． 各鉄道事業者の災害予防対策 

( 1)  神戸市営地下鉄 

ア 安全管理体制のための広報等 

各種事故防止等の広報を行っ ている。  

イ  事故防止施設等の整備 

旅客の安全輸送、 安全避難等を確保するために防災設備を整備すると と も に、 放送・ 通信

設備、 消防設備等も 整備し 、 また火災予防担当者等による防災管理対策を行っ ている。  

ウ 職員教育及び訓練 

教育訓練において、事故の応急処理及び復旧方法、事故情報の伝達、乗客の避難誘導等、

事故災害発生時の取扱いについて徹底し ている。  

また、 定例的に消防局等と 連携し た合同防災訓練を 実施し ている。  

( 2)  Ｊ Ｒ 西日本 

ア 安全管理のための広報 

鉄道運転事故の約半数を占める踏切事故に対し て、 運輸局、 管区警察局と 一体と なっ て

駅、 車内のポスタ ー掲示や放送、 ラ ジオでの広報等を 行っ ているほか、 主要な踏切でド ラ

イ バーや通行者に踏切事故防止を 呼びかけている。 踏切でのト ラ ブル対処法を 解説し たビ

デオ・ リ ーフ レ ッ ト を 作成し 、 運転免許センタ ー、 自動車学校、 ト ラ ッ ク 協会等へ配布す

るなど、 広く 周知を行っ ている。  

イ  事故防止施設等の整備 

道路交通の円滑化と 安全、 正確な列車の運行を 確保するため、 立体交差化や踏切の統廃

合、 踏切警報機やし ゃ 断機の整備、 障害物検知装置や非常ボタ ンの設置を急ピッ チで進め

るなど、 踏切保全設備の充実に努めている 。  

ウ 社員教育及び訓練 

知識の習得だけではなく 、 異常時に迅速に行動でき るよう 駅と 同じ 設備を も っ た「 実設

訓練センタ ー」 での運転取扱訓練・ 実技競技会等を 通じ 、 より 実践的な訓練を 実施し てい

る。 また、 事故災害発生時に迅速に対応し 、 早期復旧を 図るため、 大規模災害を 想定し た

訓練を年に１ 度実施し ている。  

( 3)  阪急電鉄 

ア 安全管理体制の整備 

事故、 災害発生時の対応を迅速かつ確実に行う ため、 「 緊急事態対策規程」 、 「 防災体制要

綱」 を定め、 日常より 関係係員に対し 、 各自の役割、 取扱いの周知徹底を図っ ている。  

イ  事故防止施設等の整備 

( ｱ)  風水害対策と し て、 気象データ の早期把握のため、 沿線各所に風速計、 雨量計、 河川

水位計を 設置し 、 指令所の集中監視システムと し て整備し ている。  

 

( ｲ)  震災対策と し て、 震度計も 同様のシステムと し て整備し ている。 また、 高架橋の耐震

補強、 橋梁の落橋防止装置の設置、 駅舎等の不燃化工事を 進め、 災害の拡大防止に努

めている 。  
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( ｳ)  踏切道における鉄道運転事故の防止を 図るため、 踏切障害物検知装置を 設置すると と

も に、 踏切警報機の赤色せん光灯の見通し 改善に努めている。  

ウ 社員教育及び訓練など 

日常より 関係係員に対し 、 教育等を 通じ て事故災害発生時の取扱いを 徹底し ているが、

さ ら に年１ 回以上の復旧作業、 情報伝達なら びに非常召集に関する関係各部合同訓練を 実

施し ている。  

( 4)  阪神電気鉄道 

ア 安全管理体制の整備 

従来の鉄道非常事態対策規則を 廃止し 、 平成８ 年７ 月１ 日に「 非常事態対策規則」 を 制

定し た。 こ の規則により 、 鉄道において非常事態が発生し た場合の連絡系統、 対策本部の

組織と 責任者及び社員それぞれの職務について規定し た。  

イ  事故防止施設等の整備 

気象情報システムを 更新し 、 沿線における観測地点を 増加し てき め細かい気象情報が収

集でき るよう にし た。 また、 震度４ 以上の地震が発生すれば、 列車無線の自動放送により

運行列車の緊急停止手配を 行う よう にし た。  

ウ 社員教育及び訓練等 

( ｱ)  毎年、 年末から 新年の３ 月にかけて列車火災、 地震等事故発生時の旅客の避難誘導方

法及び運転指令室や関係先と の連絡方法について、 乗務員の訓練を 行っ ている。  

( ｲ)  毎年７ 月、 12 月の安全輸送月間時に各現場で事故、 災害に対する啓発教育を行っ ている。  

( 5)  山陽電気鉄道 

ア 安全管理体制の整備 

「 緊急事態対策実施要綱」 を 定め、 災害発生時の関係係員の役割を 明確にし 、 迅速か

つ適切な対応を図るため、 日頃から 周知徹底を 図っ ている。  

イ  事故防止施設等の整備 

( ｱ)  風速計の設置( 風速検知システム)  

滝の茶屋駅、 東二見点呼所、 加古川橋梁、 洗川橋梁、 市川橋梁 

( ｲ)  計測震度計の設置( 地震感知システム)  

東須磨、 東二見、 飾磨 

( ｳ)  緊急地震速報受信システムの導入 

( ｴ)  自動雨量計の設置 

東須磨点呼所、 的形駅、 妻鹿駅、 須磨浦公園駅、 明石駅 

ウ 社員教育及び訓練 

事故・ 災害発生時の情報の伝達、 旅客の避難誘導、 被災者の救出等を 目的に、 事故事例

を 設定し 、 実施訓練及び机上訓練を実施し ている。  

( 6)  神戸電鉄 

ア 安全管理体制の整備 

「 緊急事態対策規程( 昭和 57 年７ 月 16 日) 」 及び「 防災体制要綱( 平成６ 年２ 月１ 日) 」

を 制定し た。  

イ  事故防止施設等の整備 

道路交通の円滑化なら びに安全輸送を 確保するため、 道路の新設・ 改良にあたっ ては、

踏切道の統廃合を 推進すると と も に、 立体交差化を 図る。  

踏切保全設備については、 障害物検知装置や非常ボタ ンの設置に努めている。  

また、 自然災害の各種防災データ 早期把握のため、 風水害なら びに地震対策と し て、 沿

線各所に風速計、 雨量計、 河川水位計、 地震計を設置し 、 防災情報監視システムを 整備し

ている。  
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ウ 社員教育及び訓練 

全社的な緊急事態想定合同訓練、運転及び技術関係係員に対する各種訓練、集合教育等を実施

し ている。  

( 7)  神戸高速鉄道 

「 鉄道輸送の確保」 については、 運行会社である阪急電鉄、 阪神電気鉄道およ び神戸電鉄が

管理し 、 取り 扱いを定めている。  

 

【 管理区分】  

 阪急電鉄  ： 阪急神戸三宮～高速神戸 

 阪神電気鉄道 ： 元町～西代 

 神戸電鉄  ： 新開地～湊川 

( 8)  神戸新交通 

ア 安全管理体制の整備 

輸送の安全の確保のため、 災害の未然防止を 図ると と も に、 災害が発生し た場合の被害

の拡大防止と 迅速かつ的確な復旧を図るこ と を 目的と し 、「 災害及び運転事故等対策要綱」

を 定め、 関係係員に対し 周知徹底を図っ ている。  

イ  事故防止施設等の整備 

名称 概要 
自動列車運転設備 

( Ｋ ＮＴ システム) 

自動列車運転設備( Ｋ Ｎ Ｔ システム) は総合管理システムにより 、運行管理・ 電

力管理・ 信号保安設備・ 車両の状態管理及び防災監視等を一元管理するこ と に

より 、 安全・ 効率的なシステムを構成し ている。  

主要な機器については、信頼性の向上、フ ェ ールセーフ のため２ 重系あるいは

３ 重系の構成と し ている。  

異常時には状況により 自動的にブレ ーキがかかり 、その際には運行表示盤、オ

ペレ ータ ーコ ンソ ール、 Ｃ Ｃ Ｔ Ｖ 監視装置等のマン マシーン イ ン タ ーフ ェ ー

スを 介し て運転指令員の適切な介入によ る 運用が可能な システ ムと し てい

る。  

ホームド ア・  

ホームスク リ ーン 

ホームには乗降客の転落防止、列車と の接触、軌道への異物投入等を防止する

ため、 乗降口にはホームド アと ホームスク リ ーンを設けている。  

 

ウ 社員教育及び訓練等の啓発対策 

事故災害発生時の対応マニュ アルにより 、取扱いについては日頃より 徹底を図っ ており 、

こ れ以外にも 係員の派遣訓練等の異常対応訓練を年１ 回以上実施し ている。  

２ ． 本市の災害予防対策 

消防署長は、 管轄区域内の鉄道施設における災害防止と 災害時における応急対策について、

次の点に留意し 、 その対策を 講じ ておく 。  

① 鉄道等施設の状況について把握する事項 

ア 駅舎の構造、 形態及び流動人員の概要 

イ  周辺の地勢 

ウ 軌道施設の形状( 高架、 橋梁、 ト ンネル、 盛土、 切取部、 平坦部等) の別 

エ ト ンネル部分については、 長さ 、 道床退避所、 勾配、 出入口の地形等 

オ 軌道内への進入地点、 方法等( 踏切等で一般道路と の交差部門鎖の設置場所、 防護柵、 防

護フ ェ ンス、 ガード レ ール等の設置状況)  

カ  周辺の水利状況及び医療機関 
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３ －３  災害応急対策  

１ ． 災害応急活動の業務分担 

鉄道災害発生時における主な防災関係機関の業務分担は、 次表のと おり と する。  

なお、 災害の状況に応じ て、 関係局区が事務分掌に応じ た活動を 行う 。  

関係機関 

主な活動 

交通部 

鉄道機関 
消防部 危機管理部等 

通報 ◎   

初期消火・ 避難等 ◎   

消防機関への報告 ◎   

現場指揮本部設置 ○ ◎  

情報収集 ○ ◎ ○ 

警戒区域設定 ○ ○  

人命検索・ 救助 ○ ◎  

道路遮断 ◎   

排煙・ 排熱活動 ◎ ○  

消火活動 ○ ◎  

避難誘導 ○ ◎ ○( 区)  

救急・ 救護活動 ○ ◎  

現場広報  ◎  

群衆整理  ○  

被害状況調査収集 ○ ◎ ◎( まと め)  

対策本部等の設置 ○ ○ ◎ 

◎： 主務機関 

〇： 協力機関であり 、 主務機関が現場到着後は、 その指示又は要請に従う 。  

※なお、 警戒区域の設定、 群衆整理等は警察が主体的に行う 。  

 

２ ． 各鉄道事業者の応急対策 

( 1)  神戸市営地下鉄 

ア 本部等の設置及び運営 

事故が発生し た時は、 運転事故復旧対策本部を 設置する。 なお、 組織は「 運転事故復旧

対策本部組織図」 に示すと おり であり 、 北神線は必要に応じ て設置し 対応する。  

イ  局内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

事故情報の伝達経路は、 次ページに示すと おり と する。  

ウ 人命救助・ 救急対応 

死傷者に対する 救護を 行う と と も に、 救急機関に出動を 要請し た場合は、 救護隊の到着

場所から 事故現場への誘導等を 行う 。  

エ 復旧作業体制 

各班により 、 軌道・ 建造物・ 建築設備・ 電気設備・ 信号設備・ 通信設備の復旧を行う 。  
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副本部長 
 経営企画課長 
 

広報班 

副本部長 庶務班 

運転管理者 
（ 運転統括所長）  
駅務統括所長 

運輸係長 
鉄道運行係長 
お客様サービ ス係長 

運輸班 
統括本部長 

安全統括管理者 
（ 高速鉄道部長）  

 
運輸担当本部長 

運輸長 
（ 地下鉄運輸 
サービス課長）  

安全対策係長 
運転指令区長 
統括乗務区長 
名谷乗務区長 
苅藻乗務区長 
統括駅長 
三宮管区駅長 
名谷管区駅長 
西神中央管区駅長 
海岸線管区駅長 

副本部長 施設班   
建築係長 
設備係長 

土木施設管理者 
（ 施設課長）  

土木班 
計画係長 

副本部長 

軌道班 

車両管理者 
（ 地下鉄車両課長）  
海岸線車両担当課長 

保線区長 

車両班 

車両係長 
検車係長 
御崎検修係長 

副本部長 
電気施設管理者 

（ 電気システム課長）  

電気班 

信号通信係長 
電力係長 
変電区長 
電気区長 

（ 注） 広報班・ 庶務班を 除き 、 事故に関係のない班は設けないも のと する。

運転事故復旧対策本部組織図 

総務担当係長 
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事故情報の伝達経路 

 

検車係長

御崎検修係長
海岸線車両
担当課長

車両係長
車両管理者

地下鉄車両担当部長

信号通信係長

電気管理者

電気ｼｽﾃﾑ課長

運輸係長

運輸担当課長

運輸長

地下鉄運輸サービス担当部長

運転管理者

運転統括所長

駅務統括所長

統括乗務区長

統括駅長

名谷管区駅長

西神中央管区
駅長

保線区担当課長

変電区担当課長

電気区担当課長

研修係長

安全統括管理者

高速鉄道部長
交通事業管理者

お客様サービス
係長

運転統括所
担当係長

安全対策係長

安全マネジメント
担当係長

乗務員指導管理
者

名谷乗務区長

乗務員指導管理

設備更新担当課
長

御崎検修係

検車係

北神指令

警察署

安全対策係

消防署

鉄道運行係長

事故情報の伝達経路

事故現場

運転指令区
地下鉄運輸サービ

ス
課担当係長

計画係長

土木施設管理者

施設課長

計画担当課長

電気区

苅藻乗務区

名谷乗務区

保線区

変電区

統合管区
近鉄神戸営業課

各駅

苅藻乗務区長

三宮管区駅長

運転指令区
担当課長

総務担当係長 経営企画課長 副局長

【凡　例】

                指令電話による

                一般電話による

乗務員指導管理

者  

乗務員指導管理

者  
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( 2)  Ｊ Ｒ 西日本 

ア 本部等の設置及び運営 

事故等が発生し たと き は、 事故現場に現地対策本部（ 以下「 現対本部」 と いう 。 ） 、 統括

本部に統括本部事故対策本部を 設置するも のと する。 設置及び廃止は統括本部長等が決定

する。  

事故等の程度により 、 緊急対応や支社等への支援が必要な場合には、 本社に本社対策本

部を 設置する。 設置及び廃止は鉄道本部長が決定する 。  

現対本部長は、 事故等が発生し たと き は直ち に現場に急行し 、 負傷者が発生し ている場

合はお客様等の救護を 全てに優先し て行う 。 他のお客様等の誘導案内、 現地での調査、 輸

送、 復旧等を 行う も のと する。  

イ  重大な事故等の発生により 、 部外協力機関に協力を 要請する 必要があると 判断し た場合

は、 以下により 部外機関に協力要請を 行う 。  

部外機関名 連 絡 先 要 請 者 要請担当 記   事 

自 衛 隊 知   事 統括本部長 

企画課長 

｢兵庫県地域防災計画｣
に基づく 自衛隊の災害
派遣を 要請する 。  

警 察 本 部 本 部 長 統括本部長  

府 県 知   事 統括本部長  

航 空 会 社 関係機関の長 統括本部長 
現地確認のヘリ コ プ タ
ーを 要請する 。  

鉄 道 警 察 隊   長 支社長 駅支援課長  

私 鉄 等 関係機関の長 指令長 指令長 
駅長が指令長に手配方
を 要請する。  

警 察 署 署   長 

駅長・  
保線区長 

関係現場長 

 
消 防 署 署   長 

市 町 村 市 町 村 長 

病 院 等 病院等の長 

レ ッ カ ー等復
旧用重機械類 

所有会社の長 関係現場長 

脱線復旧及びのレ ッ カ
ー車の手配については、
関係指令から 連絡を 受
けた 車両復旧受持区所
が判断し 、必要と 認めた
と き はレ ッ カ ー車に出
動を 要請する 。 ( その他
の場合は関係現場長)  

化学 薬品 処理
指導者、タ ンク
ロ ー リ ー 所有
会社 

所有会社の長 関係現場長 

貨物列車等の事故によ
り 、 化学薬品処理指導
者、タ ンク ロ ーリ ーが必
要と 認めたと き は出動
を 要請する。  

そ の 他 関係機関の長 統括本部長 関 係 課 長  

 

ウ 人命救助・ 救急対応 

事故対策本部及び現地対策本部内に編成さ れた〔 救護応対班〕 が負傷者の救護にあたる

と と も に、 消防局・ 警察署・ 医療機関等に救護を要請する。  

エ 復旧作業体制 

事故対策本部及び現地対策本部内に編成さ れた〔 復旧計画・ 情報班〕 が車両施設・ 電気

設備の復旧計画及び手配、 応急資機材の調達計画及び手配、 情報の収集等を 行い、 各系統

別に編成さ れた〔 復旧班〕 が復旧作業にあたる。  
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( 3)  阪急電鉄 

ア 本部等の設置及び設営 

緊急事態が発生し た場合、 またはその恐れがある場合は、 その状況により 次の対策本部

を 本社および現地に設置する。  

( ｱ)  緊急事態対策本部( １ 号体制) : 災害等の規模が小規模、あるいはその範囲が局地的で

ある場合。  

( ｲ)  緊急事態対策本部( ２ 号体制) : 災害等の規模が大規模、あるいはその範囲が複数箇所

にわたる 場合で、 社長が全社的な危機対策本部の設置を指示し た場合。  

イ  社内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

以下のと おり 、 予め定めら れた速報経路に基づき 、 本社勤務時間内外に関わら ず、 関係

各所へ連絡を と る。  

 

 

 

ウ 人命救助・ 救急対応 

列車を運転し ている途中で事故のため死傷者が生じ た時は、乗務員は列車無線により 運転指

令者に報告すると と も に、 被害者の死亡が一見明白な場合を除き、 生存者と し て取扱い、 運転

指令者に救急車の手配を要請する等、 救急の処置をし て病院に収容するこ と に努める。  

乗務員より 報告を 受けた運転指令者は、 警察署、 消防局に連絡すると と も に、 特に人命

救助の必要がある時は、 消防局に救助隊出動の要請も あわせて行う 。  

エ 復旧作業体制 

対策本部が立案し た復旧計画( 方法、 順序、 復旧時間等) に基づき 、 各復旧担当者が、 人

命および財産に対し 、 最も 安全と 認めら れる方法により 復旧作業を 迅速に行い、 輸送の早

期回復に努める。  

駅   長 

他 社 運 転 

指 令 者 

関 係 官 庁 

警 察 署 

消 防 署 

広 報 部 

課 長 
広 報 部 長 

報 道 関 係 

都 市 交 通 事 業 

本 部 副 本 部 長 

都 市 交 通 事 業 

本 部  本 部 長 

担 当 役 付 

取 締 役 

検 車 課 長 車両指 令者 

関 係 部 長 

関 係 取 締 役 総 務 部 長 

総 務 部 

東 京 統 轄 

室 長 

総 務 部 

課 長 

都 市 交 通計 画部 長 

経 営 企 画 部 長 

運 輸 部 課 長 

( 運 転 担 当 )  

運

 

転

 

指

 

令

 

者 

技 術 部 長 

（ 車 両 ）  

宝塚線運輸課長 

京都線運輸課長 

神戸線運輸課長 

運 輸 部 長 

社 長 

技術部長（ 施設） 

技術部長（ 電気） 
電気指 令者 

通 信 課 長 

保 線 課 長 

電 力 課 長 

注） 該当者不在の場合は、 次の者に連絡
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( 4)  阪神電気鉄道 

ア 本部等の設置及び運営 

本社に社長を 本部長と し た鉄道非常事態対策本部を設置し 、 各対策班を設けて対応する。 

イ  社内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

社内における各情報は事務局が取り まと め、 警察、 消防、 自治体、 運輸局等と の統括的

な連絡を 行う 。  

ウ 人命救助・ 応急対応 

発災直後は全社員が一致協力し て負傷者の救護に当たると 共に、 併発事故の発生及び被害

者の拡大防止に努め、 鉄道非常事態対策本部が設置さ れれば、 救急渉外班が対応する。  

 

 

 

エ 復旧作業体制 

( ｱ)  電気班 · · · · · · ·  電線路等電気施設に関し 、 被害状況、 事故原因等の調査を 行い、 その

復旧の計画及び実施業務を 処理する。  

( ｲ)  車両班 · · · · · · ·  車両施設に関し 、 被害状況、 事故原因等の調査を 行い、 その復旧の計

画及び実施業務を 処理する。  

( ｳ)  工務班 · · · · · · ·  軌道等土木施設に関し 、 被害状況、 事故原因等の調査を 行い、 その復

旧の計画及び実施業務を処理する。  

( ｴ)  運輸班 · · · · · · ·  特別運転､振替輸送及び代行輸送の計画実施に関する業務を 処理する 。 

( ｵ)  救護渉外班 · · ·  救急及び救護に関する業務、 死傷者に関する調査業務並びに死傷者の

関係者と の対応、 死者の見舞い及び弔慰に関する業務を処理する。  

( ｶ)  広報班 · · · · · · ·  新聞、 放送等報道機関に対する広報に関する業務を 処理する。  

( ｷ)  社員対策班 · · ·  被災社員の実態を 調査し 、 その援助に関する業務を 処理する。  

( ｸ)  事務局 · · · · · · ·   

ａ  被害状況、 復旧方法等に関する情報の集約 

ｂ  運輸局、 警察、 消防、 自治体と の統括的な連絡 

ｃ  鉄道非常事態対策本部に必要な物資（ 復旧工事用の資材を 除く ） の調達及び配給 

ｄ  鉄道非常事態対策本部の構成人員の把握及び調整 

ｅ  鉄道非常事態対策本部の庶務に関する業務 

 

( 5)  山陽電気鉄道 

ア 本部等の設置及び運営 

本部組織は以下のと おり と なっ ている。  

責任者

―電気班 ( 都市交通事業本部電気部長)  

―車両班 ( 都市交通事業本部車両部長)  

―工務班 ( 都市交通事業本部工務部長)  

―運輸班 ( 都市交通事業本部運輸部長)
本部長 副本部長 

( 都市交通事業本部長)  

―救護渉外班 ( 本社その他各部長)本部付 
―広報班 ( 経営企画室部長（ 広報担当） )  ( 関係役付取締役)  

―社員対策班 ( 人事部長)  

 事務局 ( 都市交通事業本部都市交通計画部長)   ※各班にはそれぞれ連絡係を 置く 。  
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イ  社内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

連絡経路は以下のと おり と なっ ている。  

 

  緊急事態発生時の速報経路 

 

           関係官庁              社長 

運転指令   運転教育課長 鉄道営業部長 鉄道事業本部長  

               営業課長          取締役 

               安全推進・ 企画部 

                 

                 

         経営統括本部      経営統括本部副本部長     経営統括本部長 

                  経営統括本部( 秘書担当)      取締役          

                  報道機関              監査役 

                                                     

       電気ｼｽﾃﾑ課  技術部長  鉄道事業本部副本部長    

       施設課            

       車両課            

               

       関係駅       営業所長    警察署 

      

       乗務所（ 点呼所）   乗務所長    消防署 

       他社運転指令 

 

ウ 人命救助・ 救急対応 

( ｱ)  大規模災害総合訓練( 合同訓練) の実施 

年に１ 回訓練を 実施し ている 。 また、 沿線自治体等と 合同で訓練を 実施する場合があ

る。  

( ｲ)  神戸高速線合同訓練 

２ 年に１ 回（ 阪神、 阪急、 山陽ほか）  

エ 復旧作業体制 

復旧体制は、 「 ア 本部等の設置及び運営」 に定めると おり 。  

 

― 庶 務 
― 応 対 
― 人 事 
― 出 納 
― 資 材 
― 広 報 
― 連 絡 
― 運 輸 
― 電 気 
― 土 木 
― 車 両 
― 電 気 
― 土 木 
― 車 両 

対策本部長 
副本部長 

本社連絡広報責任者 

経理責任者 

総務責任者 

事故調査責任者 

現地連絡広報責任者 

運輸責任者 

技術責任者 

救護責任者 

警備責任者 

本社対策本部長
副本部長 

対策会議 

現地対策本部長 
副本部長 
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( 6)  神戸電鉄 

ア 本部等の設置及び運営 

社長は、 緊急事態が発生し た場合またはその恐れのある場合は、 状況を 判断し て現地対

策本部の設置およ び必要に応じ て本社対策本部の設置を 指示する。 ただし 、 社長が不在の

場合は、 上位役付取締役が代行する。  

また、 対策本部の機構、 構成者の職務等については、 緊急事態対策規程に別途規定する。 

イ  社内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

速報経路は下記のと おり と なっ ている。  

ウ 人命救助・ 救急対応 

緊急事態が発生し た場合またはその恐れのある場合、 鉄道係員はその状況を 冷静に判断

し 、 的確かつ迅速に負傷者の救護を行う 。  

こ の場合は、 現場に居合わせた社員は職務のいかんを 問わず全力を あげて協力する 。  

救護責任者は、 死傷者が発生し た場合、 所轄の警察署、 消防局および救急医療機関の調

査を 通じ て、 死傷者数および氏名、 年令、 性別、 住所、 負傷の程度、 収容病院と その電話番

号等を把握し 、 家族その他関係者への連絡、 応対に努める。  

エ 復旧作業体制 

現地対策本部の復旧統轄は、 輸送統轄と 協議し 、 速やかに復旧作業の方法、 順序、 復旧

時間等を 検討し 、 復旧計画を 策定する。  

復旧責任者およ び復旧班長は復旧計画に基づき 、 人命およ び財産に対し 最も 安全と 認め

ら れる方法により 、 復旧作業を 迅速に行い、 輸送の早期回復に努める。  
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速 　 報　  経 　 路
 

鉄道事業本部副本部長

経営企画部長

技 術 部 長

技 術 部 副 部 長

安全対策部長

鉄道事業本部長

運輸部長( 兼)

　

　
　

振替輸送会社
代替バス会社

　
 
 

警  察  110  
消  防  119 報 道 機 関

 
阪　 　 急 　
山　 　 陽 　

　 　
 

技術部課長

2017年4月1日現在

施 設 課 長

電 気 課 長

電力指令当務者

会      長

技術部調査役

社      長

技術部調査役

常 勤 役 員

（ 課長） 業務・ 企画担当

駅       長

関 係 部 長
　

 

人事総務部長

経営企画部部長

 
 

 

 
人事総務部調査役

運 転 指 令 者
運 転 係 長

運輸部部長

運輸部副部長運 輸 部 課 長

鈴 蘭 台 駅 長

岡 場 駅 長

北神急行運転指令

阪神運転指令

神戸市交( 湊川公園駅)

Ｊ Ｒ 神戸駅

北条鉄道( 北条町駅)

Ｊ Ｒ 加古川鉄道部( 厄神駅)

Ｊ  Ｒ  三 田 駅 

経営企画部係長

運 輸 課 長

安全対策部副部長

安全対策部課長

安全対策部調査役

 

　

( 課長) 制度・ システム担当

車 両 課 長

近畿運輸局

国土交通省

危機管理室

神戸市危機管理室

兵庫県災害対策センタ ー

注）
は、 社外機関を示す。
は、 振替輸送、 代替バスが必要な場合の経路を示す。

該当者不在の場合は、 次の者に連絡する。

2021 年 4 月 1 日時点 

北神運転指令 
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( 7)  神戸高速鉄道 

「 鉄道輸送の確保」 については、 運行会社である阪急電鉄、 阪神電気鉄道およ び神戸電鉄が

管理し 、 取り 扱いを定めている。  

 

【 管理区分】  

 阪急電鉄  ： 阪急神戸三宮～高速神戸 

 阪神電気鉄道 ： 元町～西代 

 神戸電鉄  ： 新開地～湊川 

 

( 8)  神戸新交通 

ア 本部等の設置 

災害対策本部は、 司令課長が防災指令を 発令し た場合、 かつ司令課長が関係各課長から

聴取し た状況を社長に報告し 、 社長が必要を認めた場合に設置する。  

 

 

イ  社内及び消防、 警察機関等への連絡体制 

 

  

運輸技術支部 

( 運輸技術部)  

本部長 

副本部長 

総務支部 

( 総務部）  

総務班( 総務課)  

司令班( 司令課)

施設班( 施設課)  

車両班( 車両課)  

営業推進班( 営業推進課)  

運輸班( 運輸課)  

電気班( 電気課)  

司 令 長 

緊急事態   PI 線 三宮駅 

発生路線   RI 線 住吉駅 

消 防 

警 察 

電 鉄 各 社 

緊急事態   PI 線 車両基地 

発生路線   RI 線 検車場 事故・ 故障の状況及び 
保安指令の伝達 
 

各
所
属
へ
連
絡 

社長、 常務 
運輸技術部長 

( 安全統括管理者)  
国土交通省安全監理官室 

近畿運輸局 安全指導課 

兵庫県 道路保全課 

監査役 

神戸市関係 
  広報戦略部 
  危機管理室 

近畿運輸局 技術課 

緊 急 事 態 発 生 路 線 司 令 所 

＊上記以外の社員・ 関係各所への連絡は、別途連絡網に

司 令 課 長 

運 輸 課 長 

車 両 課 長 

電 気 課 長 

施 設 課 長 

総 務 課 長 

営 業 推 進 課 長 

正常運行路線司令所 ／ 司令課 
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ウ 人命救助・ 救急対応 

事故等を発見し た社員は、 直ちに併発事故の防止なら びに乗客の安全確保を全力で行う と

と も に、 死傷者のある場合は、 人命救助、 応急救護を迅速に行い、 司令長に報告する。  

司令長は、 負傷者のあると き は救急機関の出動を要請する 。 必要により 警察署又は消防

署に急報し 、 救援出動の要請を する。  

エ 復旧作業体制 

災害及び運転事故等対策要綱により 対策本部を 設置し 、 人命及び財産に対し て最も 安全

と 認めら れる方法により 迅速的確な処置を と り 、 その影響を 最小限にと どめると と も に、

復旧を迅速に行い本線の早期開通に努める 。  
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３ ． 本市の災害応急対策 

( 1)  災害発生の通報 

消防部は、 列車の衝突、 脱線等の通報を受けた時は、 危機管理部にその旨を 通報する。  

また、 処理状況を 随時危機管理部等に連絡する。  

( 2)  連絡体制・ 応急活動体制の確立 

危機管理部は、 前記の通報を 受けた時は、 関係部に災害発生の通報を 行い、 連絡体制を 確立

すると と も に、 市長は、 必要に応じ て「 事故対策本部」 等を設置する。  

また、 必要に応じ て被災現地に「 現地対策本部」 を 設置する。  

 

( 3)  消防部応急対応 

ア 消防隊等の出動計画 

鉄道事故災害発生時の消防隊の出動は以下のと おり と する 。 なお、 受傷者数の状況に応

じ て、 消防部が定める「 大規模災害運用要綱」 による 。  

 

( ｱ)  火災出動 
 

出動区分 
指
揮
隊 

消
防
隊 

救
助
隊 

救
急
隊 

特
殊
・ 

支
援
隊 

は
し
ご
隊 

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー 

計 

電車火災 

第１ 出動 ２ 隊 ４ 隊 ４ 隊 １ 隊 １ 隊 １ 隊 １ 隊 14 隊 

第２ 出動 － ２ 隊 １ 隊 １ 隊 １ 隊 － － ５ 隊 

計 ２ 隊 ６ 隊 ５ 隊 ２ 隊 ２ 隊 １ 隊 １ 隊 19 隊 

鉄 道 ず い

道火災 

（ 地下鉄・  

新幹線）  

第１ 出動 ２ 隊 ４ 隊 ４ 隊 １ 隊 ３ 隊 － － 14 隊 

第２ 出動 － ６ 隊 １ 隊 ２ 隊 － － － ９ 隊 

第３ 出動 － ４ 隊 － ２ 隊 － － － ６ 隊 

計 ２ 隊 14 隊 ５ 隊 ５ 隊 ３ 隊 － － 29 隊 

 

( ｲ)  大規模災害出動 
 

出動区分 指揮隊 消防隊 救助隊 救急隊 
特殊・ 支援

隊 

ヘリ コ

プタ ー 
計 

大規模災害 

第１ 出動 ３ 隊 ６ 隊 ６ 隊 16 隊 ３ 隊 １ 隊 35 隊 

第２ 出動 ２ 隊 ７ 隊 ５ 隊 ６ 隊 １ 隊 － 21 隊 

計 ５ 隊 13 隊 11 隊 22 隊 ４ 隊 １ 隊 56 隊 

１  第１ 出動は、 傷病者等が 30 名程度発生し 、 又は発生し たと 予想さ れる場合に指令する。   

２  第２ 出動は、 傷病者等が 50 名以上発生し 、 又は発生し たと 予想さ れる場合に指令する。  

３  上記の他、 事前協議による関係機関の車両についても 活用するも のと する。  

 

  

( 庁内の連絡体制)  市 長 、 副 市 長 

関 係 部 危 機 管 理 部 消 防 部 

特 に 緊 急 連 絡 を 要 す る 関 係 部 

( 勤務時間内)  

市 長 部 
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( 4)  情報収集・ 伝達等 

各部は、 事故情報の収集・ 伝達等を「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第２ 章 情報収集・ 伝

達・ 広報計画」 に準じ て行う 。  

( 5)  広域連携 

危機管理部、 消防部は、 必要に応じ て、 防災関係機関に応援要請等を「 地震・ 津波対策編 応

急対応計画 第３ 章 広域連携・ 受援体制」 に準じ て行う 。  

( 6)  救助・ 救急・ 医療活動 

消防部等は、 事故による負傷者に対する救助・ 救急・ 医療活動を「 地震・ 津波対策編 応急対

応計画 第４ 章 救助・ 救急医療体制」 に準じ て行う 。  

( 7)  救援・ 救護対策 

経済観光部等は、 事故による被災者に対し て必要に応じ て食料・ 毛布等の供給を 「 地震・ 津

波対策編 応急対応計画 第９ 章 物資の供給計画」 に準じ て行う 。  

( 8)  保健対策 

健康部は、 関係機関と 連携し ながら 、 事故被害者及びその家族の健康状態の把握と 健康相談

を 実施する。 必要に応じ て、 心のケア、 心の悩み相談を実施する。  
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 第４ 章 道路事故災害 

出入口が一定間隔にし かない自動車専用道路及び有料道路や、 長大なト ンネル内において衝突

等による車両火災等が発生すれば、 大規模な災害に進展する可能性がある。  

本計画は、 自動車専用道路、 有料道路及び長大ト ンネル内における 衝突、 車両火災、 危険物及

び災害による事故に対処するため、 関係機関のと る べき 事前及び応急対策並びに本市の対策につ

いて定める。  

 

【  構 成 】  

４ －１   道路事故災害対象路線 

 

４ －２   道路災害予防対策 

 

４ －３   道路災害応急対策 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 
・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置、 運営に関するこ と  

・ 道路事故の応急対策に関するこ と  

消 防 部 ・ 道路事故の予防・ 応急対策に関するこ と  

道 路 管 理 者 ・ 道路事故の予防・ 応急対策に関するこ と  

関 係 部 ・ 各部の応急対応に関するこ と  
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４ －１  道路事故災害対象路線  
本市の自動車専用道路、 有料道路及び長大ト ンネルは、 イ ンタ ーチェ ンジ等で連結さ れ、 市内

の幹線道路と し て機能し ている。 管理は、 西日本高速道路株式会社関西支社、 阪神高速道路株式

会社、 本州四国連絡高速道路株式会社及び神戸市道路公社等が行っ ている。  

本計画の対象路線と し て、 以下の路線が挙げら れる。  

・ 山陽自動車道、 中国縦貫自動車道、 第二神明道路、 新名神高速道路 

・ 神戸淡路鳴門自動車道 

・ 阪神高速道路３ 号神戸線、 ５ 号湾岸線、 ７ 号北神戸線、 31 号神戸山手線、 32 号新神戸ト ンネル 

・ 六甲有料道路、 六甲北有料道路、 山麓バイ パス 

・ ハーバーハイ ウェ イ  

 

 

４ －２  道路災害予防対策  

１ ． 道路管理者の災害予防対策 

各道路管理者は、道路施設内における事故等に対処するため、次により 予防対策を 確立する。  

( 1)  関係機関と の事前協議 

災害発生時における 救急、 消火活動、 進行の禁止制限及び広報活動等に関し 、 予め本市及び

関係各機関と 協議し ておく 。  

( 2)  職員等に対する防災教育及び訓練 

ア 職員等に対する防災教育 

防災に関する一般知識、 関係機関等の防災計画及び緊急時の措置等について、 所属職員

及び管理業務委託会社、 請負会社の従業員を 対象と し て講習会等による防災教育を 実施す

る。  

イ  防災訓練の実施 

発災時における 円滑な防災活動を 実施するため、 防災業務要領、 マニュ アル等に基づき

防災訓練を 行う 。  

( 3)  防災設備及び資機材等の点検・ 整備 

ア 防災設備等の点検 

防災設備の点検については、 道路法等関係法令の定めると こ ろ によるも ののほか、 内部

規定等による日常点検を行う 。  

また、 交通管理及び保全管理業務委託により 、 定期的又は臨時的に巡回で道路状況、 及

び土木構造物の点検等を行い、 異常事態を 発見し た場合、 管制室等へ連絡し 、 道路の安全

かつ円滑な交通を 確保する体制を と る。  

事故防止施設については、 防護柵舗装改良及び案内標識の改良( 情報板のＬ Ｅ Ｄ 化) 等の

整備・ 点検を 実施する。  

イ  防災資機材の整備点検 

応急復旧用資機材については、 日常的に整備点検を 行う ほか、 関連業者についても 整備

点検を指導する。  
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２ ． 本市の道路災害予防対策 

( 1)  消防活動上の特性 

消防部は、 次のよう な自動車専用道路、 有料道路及び長大ト ンネルにおける災害の特性を 考

慮し て、 事前対策を確立する。  

 

自動車専用道路及び有料道

路での活動の困難性 

１  道路の特徴から 進入路が限定さ れる ため、 現場到着が遅延す

る 。  

２  消防水利不足のため、 消火活動が遅延する。  

長大ト ン ネル内での活動の

困難性 

１  ト ン ネル内の風向き によ っ て、 進入口が一方に限定さ れる 。  

２  濃煙、 熱気及び爆発危険等のため内部進入、 火点への接近が困

難または不可能である 。  

３  急激な燃焼と 爆発によ り ,消火活動が困難である。  

４  不特定多数の要救助者が発生する。  

５  消防活動が広範囲にわたるため、 出動消防隊等の指揮統制並び

に情報収集が困難である 。  

６  後続車両の交通渋滞等で災害活動に制約を 受ける 。  

 

( 2)  予防対策 

ア 警防計画の策定及び訓練等 

消防部長は、 自動車専用道路等の実態を 把握し 、 次の対策を 講じ ておく 。  

( ｱ)  防御計画等の策定 

警防規程に基づく 活動方針の策定を 図ると と も に、 特に長大ト ンネル部分については

「 長大道路ト ンネル防御活動指針」 に基づき 防御計画を作成する。  

( ｲ)  警防査察及び訓練の実施 

道路施設の実態把握と 警防計画確認のため、必要に応じ 警防査察を実施すると と も に、

道路管理関係者及び警察と 連携し て応急対策訓練を 実施する。  

イ  道路沿線関係都市と の消防相互応援体制 

自動車専用道路は、 一般的に一定の場所に設けら れたイ ン タ ーチェ ンジ以外から は出入

でき ない。 また進行方向が統一さ れていて、 イ ンタ ーチェ ンジの途中では方向を 変えら れ

ないも のが多く 、現場到着の遅延により 消防・ 救急活動に支障を来たすこ と が予想さ れる。  

こ のよう な特性から 消防相互応援協定等によ り 、 相互に消防力を 結集し て被害を 軽減す

るため、 消防相互応援体制を 確立し ている 。  

 

協定名 締結日 締結先 

中国自動車道のう ち 兵

庫県の区域における 消

防相互応援協定 

昭和 49 年 6 月 
川西市、 伊丹市、 宝塚市、 西宮市、 三田市、 三木市、 北はり

ま消防組合、 姫路市、 西はり ま消防組合 

山陽自動車道消防相互

応援協定 
平成９ 年３ 月 

西宮市、 三田市、 三木市、 小野市、 加古川市、 姫路市、 西は

り ま消防組合、 赤穂市、 東備消防組合 

舞鶴若狭自動車道にお

ける消防相互協定 
平成 15 年３ 月 

敦賀美方消防組合、 消防組合、 舞鶴市、 綾部市、 福知山市、

丹波市 

篠山市、 三田市、 三木市 

神戸淡路鳴門自動車道

路消防相互応援協定 
平成 10 年３ 月 淡路広域消防事務組合、 鳴門市 

近畿自動車道名古屋神

戸線（ 新名神高速道路）

のう ち 兵庫県の区域に

おける 消防相互応援協

定 

平成 30 年３ 月 川西市、 猪名川町、 宝塚市、 西宮市、 三田市 

※記載日は当初協定の締結日。 各種改定等により 現行協定の締結日と 異なる 場合あり  
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４ －３  道路災害応急対策  
 

１ ． 災害応急活動の業務分担 

道路災害発生時における主な防災関係機関の業務分担は、 次表のと おり と する。  

関係機関 

主な活動 
道路管理者 消防部 危機管理部等 

通報 ◎   

初期消火・ 避難等 ◎   

消防機関への報告 ◎   

現場指揮本部設置 ○ ◎  

情報収集 ○ ◎ ○ 

交通規制 ○ ○  

人命検索・ 救助 ○ ◎  

消火活動 ○ ◎  

消火剤等資機材調達 ◎ ○  

避難誘導 ○ ◎ ○ 

救急・ 救護活動 ○ ◎  

排煙・ 排熱 ○ ◎  

現場広報 ◎ ○  

群衆整理 ○ ○  

被害状況調査収集 ○ ◎ ◎ 

対策本部等の設置 ○ ○ ◎ 

◎： 主務機関 

〇： 協力機関であり 、 主務機関が現場到着後は、 その指示又は要請に従う 。  

※ なお、 交通規制・ 群衆整理等は警察が主体的に行う 。  

２ ． 道路管理者の災害応急対策 

各道路管理者は、道路施設内における事故等に対処するため、次により 応急対策を 確立する。  

( 1)  本部等の設置 

管理区域内において大規模な事故、 火災等が発生し た場合、 災害に対応するため防災業務要

領等やマニュ アル等に基づき 、 準備・ 警戒・ 緊急時・ 非常時等の体制を 予め定めると と も に、

必要に応じ て事故対策本部等を設置する。  

( 2)  連絡体制の確立 

ア 連絡体制の確立 

本部等が設置さ れた時は、 組織内はも と より 本市及び各関係機関と 綿密な連絡をと る。  

イ  情報の収集、 提供 

発災時には、 的確な情報の収集を 行う と と も に、 情報を関係機関に提供する。  

( 3)  応急活動 

ア 消防機関等への出動要請 

通報等により 災害を 覚知し た時は、 速やかに関係消防機関に対し 、 消火、 救急活動につ

いての出動要請を 行う 。  

イ  初期消火及び応急活動 

各道路管理者は、 防災用資機材を 活用し 、 初期消火を 実施すると と も に、 応急救急活動

に努める。  

ウ 避難誘導 

発災現場付近の車両等に対し ては、 安全な場所へ誘導する。  
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( 4)  発災時における通行禁止、 制限等 

ア 通行の禁止、 制限 

発災時における 通行の禁止、 制限については、 管轄警察機関に要請すると と も に、 こ れ

に協力する。  

イ  う 回路の確保 

発災時における 交通の混乱を 防止し 、 又は災害応急活動の実施を 円滑に行う ため、 う 回

路の確保に努める。 こ のため、 予め関係機関と 協議し ておく 。  

ウ 利用者への広報 

通行の禁止、 制限等が実施さ れた場合、 道路利用者への広報の実施に努める。  

( 5)  応急復旧作業 

道路施設等の損壊については、 メ ンテナンス会社及び地元の協力会社等への出動を 要請し 、

速やかに復旧を 図る。  

３ ． 本市の道路災害応急対策 

( 1)  災害発生の通報 

消防部は、 自動車専用道路等で大規模な道路災害発生の通報を 受けたと き は、 危機管理部等

にその旨を通報する。 また、 処理状況を随時危機管理部等に報告する。  

( 2)  連絡体制・ 応急活動動員態勢の確立 

危機管理部は、 前記の通報を 受けたと き は、 関係部に災害発生を 通報し 、 連絡体制を 確立す

ると と も に、 市長は必要に応じ て事故対策本部等を 設置する。  

また、 必要に応じ て、 被災現地に「 現地対策本部」 を 設置する。  

 

 
 

( 3)  消防部応急対応 

次の出動基準に基づき 応急対応を 行う 。  

ア 火災出動 
 

指揮隊 消防隊 救助隊 救急隊 
特殊・ 支援

隊 
ﾍﾘｺﾌﾟ ﾀ  ー 計 

高速道路車両火災 １ 隊 ２ 隊 １ 隊 １ 隊 － １ 隊 ６ 隊 

タ ンク ローリ ー火災 ２ 隊 ５ 隊 ２ 隊 １ 隊 ５ 隊 １ 隊 16 隊 

一般ずい道火災 ２ 隊 ４ 隊 １ 隊 １ 隊 ３ 隊 － 11 隊 

長大ずい道火災 ２ 隊 ６ 隊 ３ 隊 １ 隊 ３ 隊 １ 隊 16 隊 

１ ． 長大ずい道と は、 概ね１ ㎞以上のずい道と する。  

２ ． 指定道路におけるずい道火災は、 本基準を適用する。  

 

イ  救助・ 救急出動 
 指揮隊 消防隊 救助隊 救急隊 ヘリ コ プタ ー 計 

指定道路救助 １ 隊 １ 隊 ２ 隊 １ 隊 １ 隊 ６ 隊 

支援救急 － １ 隊 － １ 隊 － ２ 隊 

 

 

市 長 部 市 長 、 副 市 長 

関 係 部 消 防 部 

特 に 緊 急 連 絡 を 要 す る 関 係 部 

( 勤務時間内)  

( 庁内の連絡体制)  

危 機 管 理 部 
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( 4)  情報収集・ 伝達等  

各部は、 事故情報の収集・ 伝達等を「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第２ 章 情報収集・ 伝

達・ 広報計画」 に準じ て行う 。  

( 5)  広域連携  

危機管理部、 消防部は、 必要に応じ て、 防災関係機関に応援要請等を「 地震・ 津波対策編 応

急対応計画 第３ 章広域連携・ 受援体制」 に準じ て行う 。  

( 6)  救助・ 救急・ 医療活動  

消防部等は、 事故による負傷者に対する救助・ 救急・ 医療活動を「 地震・ 津波対策編 応急対

応計画 第４ 章 救助・ 救急医療体制」 に準じ て行う 。  

( 7)  救援・ 救護対策  

 経済観光部等は、 事故による被災者に対し て必要に応じ て食料・ 毛布等の供給を「 地震・ 津

波対策編 応急対応計画 第９ 章 物資の供給計画」 に準じ て行う 。  

( 8)  保健対策 

健康部は、 関係機関と 連携し ながら 、 事故被害者及びその家族の健康状態の把握と 健康相談

を 実施する。 必要に応じ て、 心のケア、 心の悩み相談を実施する。  
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 第５ 章 航空機事故災害 

神戸空港および同空港周辺の場所で航空機事故、 災害、 爆破等（ 以下、「 緊急事態」 と いう 。 ）

が発生し た場合、 または発生する恐れがある場合の対応は、 航空運送事業者および空港運営権者

が中心と なっ て「 神戸空港緊急計画」 に基づいて対応するこ と を基本と する。  

さ ら に、 事態の規模・ 態様に応じ て、 市および関係防災機関において、 本項目で定める事項の

ほか、 地域防災計画で定める対応から 必要な対策を 実施する。  

なお、 それ以外の場所における航空機事故災害に関する対応についても 、 本計画を 準用する。  

 

【  構 成 】  

５ －１  情報の収集・ 伝達 

 

５ －２  応急活動態勢の確立 

 

５ －３  応急対応 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 
・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置・ 運営に関するこ と  

・ 航空機事故災害の応急対策に関するこ と  

港 湾 部 ・ 航空機事故災害の予防・ 応急対策に関するこ と  

事業者及び管理者 ・ 航空機事故災害の予防・ 応急対策に関するこ と  

関 係 部 ・ 各部の応急対応に関するこ と  
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５ －１  情報の収集・ 伝達  
神戸空港および同空港周辺の場所において、 緊急事態が発生し た場合、 または発生する恐れが

ある場合の情報収集・ 伝達は、 「 神戸空港緊急計画」 に基づいて実施する。  

 

 

５ －２  応急活動態勢の確立  

１ ． 緊急一次態勢および現地対策本部の設置 

神戸空港および同空港周辺の場所において緊急事態が発生し た場合、 または発生する恐れが

ある場合、 関西エアポート 神戸株式会社は「 神戸空港緊急計画」 に基づき 、 緊急一次態勢を 取

る。  

さ ら に、 事態の内容に応じ て、 現地対策本部を 設置する。  

２ ． 航空機事故災害対策連絡会の開催 

危機管理室長は、 神戸空港および同空港周辺の場所において緊急事態が発生し た場合、 また

は発生する恐れの連絡を受けた場合、 事態の内容に応じ て「 航空機事故災害対策連絡会」 を オ

ペレ ーショ ンセンタ ーで開催する｡ 

航空機事故災害対策連絡会の構成員は以下を 基本と し 、 事態の内容に応じ て、 危機管理室長

が関係部局の課長級を 召集する。  

市長室広報戦略部課長（ 広報担当）  

危機管理室長、 防災専門官、 危機管理室課長（ ６ )  

健康局政策課長 

港湾局空港調整課長 

消防局（ 警防部警防課長、 警防部司令課長）  

その他危機管理室長が指名する部局の課長 

３ ． 航空機事故災害警戒本部の設置 

危機管理部長は、 関西エアポート 神戸株式会社による現地対策本部設置後、 航空機事故災害

対策本部あるいは災害対策本部の設置に至ら ないも のの、 緊急事態により 重大な災害が発生す

る恐れがあり 、 航空運送事業者およ び空港管理者の取組みだけではなく 、 複数の部局にわたっ

て情報の収集・ 伝達、 各部局間の連絡・ 調整などの警戒体制を必要と すると 判断し た場合、「 航

空機事故災害警戒本部」 を 設置する。  

① 構成 

事態の内容に応じ て、 連絡会の構成員を 基本と し 、 その他の構成員については、 危機管理

部長が関係部の長と 協議のう え、 指名する。  

② 事務分掌 … 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第１ 章 防災活動計画」の関係規定を準用する。  

③ 職員の派遣 

「 航空機事故災害警戒本部」 を 構成する部局は、 本部設置後速やかに、 情報連絡室（ オペ

レ ーショ ンセンタ ー） に情報連絡員を 派遣する。  

また、危機管理部長は必要に応じ て、現地対策本部等に危機管理室の連絡要員を 派遣する。  

４ ． 航空機事故災害対策本部の設置 

市長は、 関西エアポート 神戸株式会社による現地対策本部設置後、 緊急事態により 重大な災

害が発生する恐れがあり 、 または発生し 、 航空運送事業者および空港管理者の取組みだけでは

なく 複数の部局にわたっ て情報の収集・ 伝達、 各部局間の連絡・ 調整などの体制を 必要と する

と 判断し た場合、 「 航空機事故災害対策本部」 を設置する。  
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① 構成 

以下を基本と し 、事態の内容に応じ て、市長あるいは危機管理監が関係部の長を 指名する。  

 
② 事務分掌 …「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第１ 章 防災活動計画」 の関係規定を 準用

する。  

③ 職員の派遣 

航空機事故災害対策本部を 構成する部局は、 本部設置後速やかに、 情報連絡室（ オペレ ー

ショ ンセンタ ー） に情報連絡員を 派遣する。  

また、危機管理部長は必要に応じ て、現地対策本部等に危機管理室の連絡要員を 派遣する。  

５ ． 災害対策本部の設置 

市長は、 航空機事故災害の発生により 特に全庁的な取組みが必要と 判断し た場合、 「 神戸市

災害対策本部」 を 設置する。  

 

 

５ －３  応急対応  
事態の規模・ 態様に応じ て、 市およ び関係防災機関において、 地域防災計画で定める応急対応

のう ち、 必要な対策を 実施する。  

 

 

本 部 長： 市長 

副本部長： 副市長 

本  部  員 ： 危 機 管 理 監 、 危 機 管 理 部 長 、 市 長 部 長 、 健 康 部 長 、 港 湾 部 長 、  

消防部長、 その他市長あるいは危機管理監が指名する 部の長 
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第６ 章 原子力等事故災害 

放射線は、 直接五感で感知するこ と ができ ないため、 災害が発生し た場合、 火災や海洋油汚染

等の災害と 比較し て、 適切な行動を 行う こ と が困難と なるおそれがあり 、 市民への影響に配慮が

必要である。  

そのため、 本章では、 原子力等事故災害と し て、 放射性物質の輸送中や取扱施設における事故

及び不法廃棄等を 想定し た放射性物質事故災害（ ６ －２ ） 、 並びに原子力発電所における事故を

想定し た原子力発電所事故災害（ ６ －３ ） について、 予防、 応急及び復旧対策を定める。  

 

【  構 成 】  

６ －１  災害時の活動体制の確立 

 

６ －２  放射性物質事故災害 

 

６ －３  原子力発電所事故災害 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

危 機 管 理 部 

・ 関西広域連合と の連絡・ 調整に関するこ と  

・ 事故対策（ 警戒） 本部の設置・ 運営に関するこ と  

・ 訓練・ 市民啓発広報に関するこ と  

消 防 部 
・ 防御活動に関するこ と  

・ 訓練に関するこ と  

関 係 各 部 ・ 各部の予防・ 応急対応に関するこ と  
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６ －１  活動体制の確立  

( 1)  活動体制の確立 

① 事故災害対策連絡会の開催 

危機管理室長は、 市内における 放射性物質事故災害、 または原子力発電所事故災害（ 以下

「 原子力等事故災害と いう 。 」 ） の発生の情報を 覚知し た場合は、 直ちに「 放射性物質（ また

は原子力発電所） 事故災害対策連絡会」 を オペレーショ ンセンタ ーで開催する。  

 

ア 事故災害対策連絡会のメ ンバーは次のと おり と する｡ 

市長室広報戦略部課長（ 広報担当）  

危機管理室長、 防災専門官、 危機管理室課長（ ６ ）  

地域協働局区役所課長 

健康局政策課長 

環境局環境創造課課長（ 総務担当）  

消防局予防部査察課長、 警防部警防課長 

他関係部局課長 

イ  事故災害対策連絡会では次の項目について協議する。  

・ 災害初期情報の収集 ・ 事故現場への情報収集先遣隊の派遣 ・ 安全対策 

・ 区への応援要請 ・ 関係機関と の連絡調整 ・ 市民への広報 ・ 報道対応 等 

ウ 危機管理室長は、 必要に応じ て災害現場、 事故発生地区区役所へ関係職員を派遣する。  

② 事故災害警戒本部の設置 

危機管理室長は、 原子力等事故災害の発生によ り 重大な災害が発生する恐れがあり 、 消防

部等担当部局の取組みだけではなく 複数の部局にわたっ て情報の収集・ 伝達、 各部局間の連

絡・ 調整等の警戒体制を必要と すると 判断し た場合、 「 神戸市放射性物質（ または原子力発

電所） 事故災害警戒本部」 を 設置する。  

組織及び事務分掌は、「 共通編 防災組織計画 第３ 章 防災に関する 組織 ３ －４  災害対策

（ 警戒） 本部等の設置」 の関係規定を 準用する。  

また、 被災現地での応急対応や市役所等と の連絡・ 調整を 円滑に進めるため、 必要に応じ

て現地に「 現地警戒本部」 を 設置する。  

③ 事故災害対策本部の設置 

市長は、 原子力等事故災害の発生により 、 重大な災害が発生も し く は発生の恐れがあり 、

消防部等担当部局の取組みだけではなく 複数の部局にわたっ て救助・ 救急、 医療、 広報等総

合的な応急活動を 行う 必要がある と 判断し た場合、 または、 核燃料物質等の運搬中の事故や

福井県内に立地する 原子力発電所での事故に関し 、 市域の一部が原子力災害対策特別措置法

（ 原災法） 第 15 条第２ 項第１ 号に基づく 当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実

施区域と なっ たと きなど、原子力発電所事故災害の発生により 、特に全庁的な取組みが必要と

判断し た場合、「 神戸市放射性物質（ または原子力発電所） 事故災害対策本部」 を 設置する。

組織及び事務分掌は、「 共通編 防災組織計画 第３ 章 防災に関する 組織 ３ －４  災害対策（ 警

戒） 本部等の設置」 の関係規定を 準用する。  

また、 被災現地での応急対応や市役所等と の連絡・ 調整を 円滑に進めるため、 必要に応じ

て現地に「 現地対策本部」 を 設置する。  

( 2)  災害時の動員（ 職員配備計画）  

災害時の動員（ 職員配備計画） は、 「 共通編 防災組織計画 第３ 章 防災に関する組織 ３ －

３  職員配備計画」 に準ずる。  
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６ －２  放射性物質事故災害  

１ ． 基本方針 

本節では、 放射性物質の輸送中や取扱施設の事故及び不法廃棄等、 放射性物質に関する事故

災害から 市民の生命、 身体、 財産を 保護する事項のほか、 市民が不安を 抱えた場合には、 こ れ

を 解消するために必要な事項について定める。  

なお、 本節に定めのない事項については、 「 ６ －３  原子力発電所事故災害」 に準ずる。  

２ ． 災害予防対策 

( 1)  組織体制の整備 

① 消防部は、 放射性物質事故災害時において円滑な消防活動が行われるよう 、 放射線の測定

機器等を 整備すると と も に、 許可施設の事業所に対し 、 消防活動上必要な警防調査を 行う ｡ 

② 健康部は、 放射線被曝を 受け、 又はその恐れのある者の収容医療機関の情報を 把握し てお

く 。  

( 2)  保安管理体制の徹底 

① 許可届出施設事業所（ 原子力規制委員会ホームページに掲載）  

ア 事業者は、 放射性物質事故災害から 市民の安全を 確保するため、 「 放射性同位元素等の

規制に関する法律」 、 原災法等関係法令を 遵守し 、 放射性物質事故災害の防止に努める。  

イ  事業者は、 放射性物質事故災害の予防に係る計画の整備、 資機材等の整備点検従業員に

対する防災教育、 放射性物質事故災害の発生時における通報、 応急措置、 救出・ 救護、 避

難対策等を 実施するための防災組織の編成及び整備強化を 図る 。  

ウ 事業者は、 施設等において放射線の異常漏洩等が発生し た時は、 直ちに消防機関等に状

況を 報告する。  

エ 健康部は、 医療機関に対し 医療廃棄物の適正処理について指導する。  

② 許可届出施設以外 

ア 放射性物質事故災害から 市民の安全を 確保するため、 異常な放射性物質の存在を 確認し

た者は、 直ちに原子力規制委員会、 消防機関等へ連絡すると と も に、 応急の措置を 取る。  

イ  各部は、 放射性物質による事故災害の防止について、 関連業務を 通じ て関係事業所に指

導又は協力要請を する｡ 

( 3)  研修・ 訓練の実施 

危機管理部、 消防部等は、 放射性物質事故災害を想定し た訓練を 適宜行う 。  

放射線物質事故災害に係る研修・ 訓練については「 共通編 総則 第７ 章 市民・ 事業者・ 市の

自己決定力の向上に向けて ７ －３  市の取組み ２ ． ハード ・ ソ フ ト 対策の着実な推進 ( 2) ソ フ

ト 対策」 の一環と し て実施する。 研修の実施方法は、 専門家招へいによる講習会のほか、 関係

機関が行う 研修等を活用する。  

( 4)  情報の収集・ 伝達体制の整備 

① 放射性物質輸送中の事故、 放射性物質取扱い施設における事故等発生時の情報伝達 

消防部は、 次に掲げる事態を 覚知し た場合には、 第一報を 県及び消防庁に対し て、 覚知後

可能な限り 早く 、 分かる範囲で報告する。  

・ 放射性物質を 輸送する車両において、 火災の発生し たも の（ 発生するおそれがあるも の

を 含む。 ） 及び放射性物質の運搬中に事故が発生し た旨原子力事業者等から 消防機関に

通報があっ たも の。  

・ 原災法第 10 条の規定により 、原子力事業者から 基準以上の放射線が検出さ れる等の事象

の通報が消防部にあっ たも の。  
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② 放射性物質の不法廃棄等の情報伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 庁内の連絡体制 

 

 

 

 

 

 

④ 情報収集・ 伝達手段の確保 

国・ 県等への情報伝達は、「 兵庫県災害対応総合情報ネッ ト ワーク システム( フ ェ ニッ ク ス

防災システム) 」 ホッ ト ラ イ ン等を 利用し た体制の整備を図る。  

情報収集・ 伝達手段の確保は、 「 共通編 予防計画 第２ 章 情報収集・ 伝達・ 広報体制の整

備 ２ －２  情報収集伝達システム」 に準じ 、 危機管理システム、 有線系・ 無線系・ 衛星系シ

ステム、 消防部監視カ メ ラ 、 ヘリ コ プタ ー等を 利用し た情報収集体制の整備を 図る。  

( 5)  放射性物質事故災害に関する知識の普及啓発 

危機管理部等は、 関係機関と 連携し 、 市民が放射性物質事故災害に関する正し い知識を 得ら

消防部 

市長部( 勤務時間内)  

特に緊急連絡を 要する 関係部 

市長・ 副市長 

環境部・ 健康部・ 区事故対策本部等関係部 危機管理部 

※「 ２ ． 災害応急対策 

 ( 4)  市民の安全の確保 

 ② 市民への広報」  

 参照 
消 防 庁 

警 察 庁 

海上保安庁 

兵庫県警察本部 

第五管区海上保安本部神戸海上保安部 

事
業
者
・
輸
送
業
者 

市民等 

神戸市(消防部等) （ 公社） 兵庫県放射線技師会 

報道機関 

兵庫県 

原子力規制委員会 

※「 ③ 庁内の連絡体制」 参照 
神戸市（ 庁内）  

消 防 庁 

警 察 庁 

海上保安庁 

兵 庫 県 警 察 

第五管区海上保安本部神戸海上保安部 

原子力規制委員会 

神戸市（ 消防部）  （ 公社） 兵庫県放射線技師会 

神戸市（ 庁内）  神戸市( 各部)  

兵庫県 
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れるよう 、 啓発活動を実施する。 普及啓発の実施方法は、 「 共通編 予防計画 第１ 章 防災・ 減

災の基本的な取組み １ －３  防災意識を高めるための取組み」 に準ずる。  

３ ． 災害応急対策 

( 1)  災害時の伝達方法 

防災関係機関等に対する災害発生状況の伝達は、「 ２ ． 災害予防対策 （ 4） 情報の収集・ 伝達

体制の整備」 で予め定めた伝達系統により 行う 。  

( 2)  防災関係機関等と の連携 

防災関係機関等と の連携は、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第３ 章 広域連携・ 受援

体制 ３ －１  広域応援要請、 ３ －２  自衛隊の派遣要請」 に準ずる。  

専門家の派遣が必要な場合は、 県に対し て派遣を要請するこ と ができ る。  

( 3)  防御活動 

① 放射線及び放射性物質による汚染の調査等 

ア 消防部は、 現場に総合指揮所を 開設し 、 関係者の意見等によ り 防御及び汚染防止の方針

を 決定する。  

イ  消防部は、 状況により 現場関係者や原子力規制委員会、 一般社団法人日本アイ ソ ト ープ

協会等と 協力のう え、 検出機を 用いて検出作業を行う ｡ 

② 放射線警戒区域の設定 

ア 消防隊は、 住民の安全確保のために、 放射線が毎時 10 マイ ク ロシーベルト 以上検出さ れ

る区域に対し 、 放射線警戒区域を 設定する 。  

イ  放射線警戒区域内で活動する 場合は、 防護の三原則( 遮へい、 距離、 時間) を遵守する。  

③ 放射線危険区域の設定 

ア 消防隊は、 住民の安全確保及び汚染の拡大防止を 図るため、 放射線が毎時 500 マイ ク ロ

シーベルト 以上検出さ れる区域、 又は放射性物質による汚染の恐れがある区域に対し 、 放

射線危険区域を設定する｡ 

イ  放射線危険区域の立ち入り に当たっ ては、 防護上及び被曝管理上の措置を 取る。  

④ 放射線危険区域及び放射線警戒区域の解除 

消防部は、 使用者、 所有者等が現場の放射性物質の除去を 完了し た後に区域を 解除する｡ 

⑤ 救助活動 

ア 関係者から 現場の状況、 要救助者の有無等必要な情報を収集する｡ 

イ  人命検索、 救助等にあたっ ては、 放射線被曝に留意する｡ 

⑥ 救急活動 

ア 放射線被曝を 受け、 又はその恐れのある者は、 放射線障害を 治療でき る医療機関に搬送

する｡ 

イ  搬送に際し ては、 汚染拡大防止に十分留意する。  

ウ 救急資機材の処理は、 関係者の意見に従い行う 。  

⑦ 消火活動 

ア 使用する消防水利、 消防進入路、 注水及び残火整理等については、 関係者の意見を 尊重

し て行う ｡ 

イ  排水系統を確認し 、 汚染拡大防止を図る。  

⑧ 保健対策 

健康部は、 放射線被爆の恐れによる健康不安のある市民への健康相談及びカ ウンタ ーによ

る 被爆の有無確認のでき る体制を 整備し ておく 。  

( 4)  放射性物質の不法廃棄等への対応 

消防部は、 放射性物質を発見し た旨の通報を 受けたと き は、 県、 原子力規制委員会に連絡す

ると と も に、 必要に応じ て放射線量の測定、 周囲の立入禁止等の措置を と る 。   
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【 連絡先】  

原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房総務課 事故対処室 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ３ －５ １ １ ４ －２ １ １ ２    Ｆ Ａ Ｘ  ０ ３ －５ １ １ ４ －２ １ ８ ３  

 

【 確認・ 連絡するべき 事項】  

① 発見場所 

② 連絡担当者の氏名/連絡先 

③ 発見し た物質の詳細（ 名称、 状態、 表示、 形状、 重量、 寸法等）  

④ 放射性物質の保管状況（ 住宅の有無など周囲の状況等）  

⑤ 放射線量の値（ 測定器までの距離など測定条件、 測定器等）  

⑥ 放射性物質の所有経緯 

⑦ 放射線性同位元素等規制法や原子炉等規制法の許可等の有無 

⑧ 他機関への連絡の有無 

( 5)  市民の安全の確保 

① 避難及び立ち入り 制限等 

ア 市長( 消防署長) は、 住民の生命、 身体を 災害から 保護し 、 その他災害の拡大を 防止する

ため、放射線危険区域内の居住者、滞在者その他の者に対し 、「 災害対策基本法第 63 条( 市

町村長の警戒区域設定権等) 」 等に基づき 、 立ち入り を 禁止すると と も に、 当該区域から 退

去を 命じ る。  

イ  市長( 消防署長) は、 地域住民の安全の確保を 期すため、 状況により 国等の専門家の意見

を 参考に、 放射線警戒区域の居住者、 滞在者その他の者に対し 、 「 災害対策基本法第 60 条

( 市町村長の避難の指示等) 」 等に基づき 避難指示を発令する 。  

ウ 避難指示の伝達等は、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第６ 章 避難計画」 による。  

② 安全管理 

ア 危機管理部は、 最終的には事業者、 原子力規制委員会の測定結果等による 判断を 待ち、

安全を確認すると と も に、 事業者等に放射性物質の除去を 依頼する。  

イ  危機管理部は、事業者、原子力規制委員会の測定結果等により 安全が確認さ れた場合は、

その旨を 広報する。  

( 6)  市民への広報 

ア 危機管理部等は、 放射性物質事故災害が発生し 、 又は発生する恐れがある こ と を 知っ た

場合は、 直ちに県等に報告する と と も に、 避難指示を 行う 必要がある場合は、 直ちに、 防

災行政無線同報系、 消防広報車等を活用し 、 発令する 。  

イ  危機管理部は、 放射性物質事故災害が発生し た場合、 消防部の現場測定結果及び専門機

関等への確認の結果等に基づいて、 市民生活にまず影響がないと 判断し た場合は、 市民の

不安を軽減するため、 速やかに情報を 提供する。  

また区長は、 地域団体の代表者等へ状況を 連絡すると と も に、 状況によっ ては、 チラ シ

等の配布により 区民へ広報する。  

( 7)  各種相談の実施 

市民から の相談又は要望事項を 聴取する相談体制については、 「 地震・ 津波対策編 応急対

応計画 第２ 章 情報収集・ 伝達・ 広報計画 ２ －４  災害時の広聴・ 相談体制」 に準ずる。  
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６ －３  原子力発電所事故災害  

１ ． 基本方針 

原子力発電所等の原子力施設における事故災害への備えは、原子炉等規制法等の関係法令に基づき、

国及び事業者において万全を期すべきも のであるが、 発生時の事態の重大性に鑑み、国及び事業者の

役割を明確にし つつ、 県と 連携し ながら 対応する。  

事故等への対応については、 原子力災害対策指針において、 原子力施設から概ね 30km圏外の地域

における一般則と し ての対応が記載さ れている。 また、本市への直接的な影響があると いう 具体的な

災害想定は示さ れていない。  

本市では、 原子力施設の事故により 市域において避難・ 一時移転が必要と なる可能性は小さ いこと

から 、 基本的に自然災害に備えて整備し た防災体制や防災施設・ 設備の有効活用を図るこ と 、 また必

要な人材及び防災資機材の確保等については国、 指定公共機関、 原子力事業者等と の連携による対応

を図ること 、 を基本と する。  

原子力施設における事故災害が発生し た場合、 大規模な放射性物質の放出などにより 、 広域的な観

測体制、 避難活動等の対応が必要と なるおそれがある。 そのため、 関西広域連合及び構成団体では、

連携県と 連携し て行う 広域的な対応策と し て「 関西防災・ 減災プラン 原子力災害対策編」 を定めて

おり 、 本市では同計画に基づき、 広域的な連携のもと で対応するこ と と する。 また、 特に府県を越え

る広域避難については、 「 原子力災害に係る広域避難ガイド ライン」 （ 以下、 「 広域避難ガイド ライ

ン」 と する。 ） に沿っ て対応すること を原則と する。  

２ ． 災害予防対策 

( 1)  組織体制の整備 

① 消防部は、 原子力発電所事故災害時において、 「 ( 5) モニタ リ ン グ体制の整備」 に定めるモ

ニタ リ ングの結果を ふまえ、 必要に応じ て放射線の測定を 行う こ と で、 円滑な消防活動を 行

う こ と ができ るよう 、 放射線の測定機器等を 整備する｡ 

② 健康部は、 放射線被曝を 受け、 又はその恐れのある者の収容医療機関の情報を 把握し てお

く 。  

関西広域連合は、 原子力災害発生時の対応を迅速かつ円滑に実施するため、 平常時から、 構成団

体、 連携県、 国、 原子力事業者、 その他関係機関・ 団体と の緊密な連携のもと 、 以下に示す体制整

備や訓練等に取り 組み、 原子力災害に備えること と し ている。  

( 2)  研修・ 訓練の実施 

原子力発電所事故災害の対策に関する研修・ 訓練等は、 「 ６ －２  放射性物質事故災害 ２ ．

災害予防対策 （ 3） 研修・ 訓練の実施」 に準じ て行う 。  

( 3)  情報の収集・ 連絡体制の整備 

原子力発電所事故災害が発生し た場合、 本市は、 広域連合を通じ て原子力事業者からの情報を収集

する。  

庁内の連絡体制は、 「 ６ －２  放射性物質事故災害 ２ ． 災害予防対策 （ 4） 情報の収集・ 伝達

体制の整備 ③庁内の連絡体制」 に準じ て行う 。  

( 4)  災害広報体制の整備 

① 市民への広報の体制整備等 

原子力発電所事故災害が発生し た場合、市民等への事故災害に関する情報の伝達については、「 地

震・ 津波対策編 応急対応計画 第２ 章 情報収集・ 伝達・ 広報計画 ２ －２  災害時の広報活動」 に準

ずる。  

国及び県と 連携し 、 市民等に提供すべき 情報の項目について整理し 、 あら かじ め文例を 検

討し ておく こ と と する 。  
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情報の伝達手段は「 ６ －２  放射性物質事故災害 ２ ． 災害予防対策 （ 4） 情報の収集・ 伝

達体制の整備 ④ 情報収集・ 伝達手段の確保」 に準じ て確保する 。 また、 緊急情報の伝達に

際し ては、 「 共通編 予防計画 第２ 章 ２ －３  広報関係の応援協定」 に準ずる。  

② 要配慮者への情報伝達方法 

市は「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 ２ ． 情報収集・ 伝達・ 広報計画 ２ －５  要配慮者

等に関する情報の収集および提供」 に準じ て、 要配慮者に対する情報伝達体制を整備する。  

( 5)  モニタ リ ング体制の整備 

関西広域連合の構成府県は、 周辺環境への放射性物質又は放射線による影響を評価する観点から、

平常時より 環境放射線モニタ リ ングを実施するこ と と なっている。  

市は、 国がホームページで公表するモニタ リ ングポスト の測定結果等により 、 モニタ リ ング情報を

収集する。  

 

表 6-3-1 兵庫県内のモニタ リ ング設備設置の一覧 

（ 平成 31 年９ 月末時点）  

測定主体 測定形態 測定場所 

兵庫県 固定型ポスト  

県立工業技術センタ ー（ 神戸市）  

尼崎総合庁舎（ 尼崎市）  

姫路総合庁舎（ 姫路市）  

豊岡総合庁舎（ 豊岡市）  

柏原総合庁舎（ 丹波市）  

洲本総合庁舎（ 洲本市）  

※原子力規制委員会ホームページより モニタ リ ング情報の確認が可能。  

 

( 6)  防護措置に係る体制の整備 

① 情報収集・ 伝達体制の整備 

市は、防護措置の必要性を判断するための情報を迅速に収集し 、必要に応じ て防護措置の指示を

住民等に伝達する体制を整備する。  

② 避難退域時検査、 除染の体制整備 

市は、 放射能汚染の発生に備え、 汚染検査、 避難退域時検査のための資器材の調達に努め

る 。  

( 7)  県外から の避難の受入れ体制の整備 

福井県の嶺南地域にある 15 基の原子力施設の UPZ（ 緊急時防護措置を準備する区域） は、 福井、 滋

賀、 京都３ 府県にまたがり 、 地域内には約 47 万人の住民が居住し ている。 万一原子力発電所事故災

害が発生し た場合は、 これら住民の円滑な避難が求められる。  

UPZ を含む府県・ 市町は、 防災基本計画により 、 あらかじ め広域避難計画を策定するこ と と さ れて

いる。 広域避難計画の策定に当たっては、 各府県・ 市町と も、 どのよう な原子力発電所事故災害が発

生し ても域内住民が円滑に避難できるよう 、 UPZ 全体で避難が必要と なる規模の災害を想定し 、 複数

の避難先を確保するこ と と し ている。  

広域避難ガイド ラインでは、 府県域を越える避難（ 以下「 広域避難」 と いう 。 ） について、 避難元

府県から関西広域連合への受入要請（ 福井県は兵庫県へ受入れを要請） に基づき、 広域連合において

調整を行い、 福井県の一部、 滋賀県、 京都府の約 28 万人について、 広域連合構成団体で受入れを行

う こ と と し ており 、 本市関係では次のと おり 受け入れを行う こ と と なっている。  

本市と し ては広域避難ガイド ラインに沿って広域避難の受け入れに協力するこ と と し 、その受け入

れ体制の整備に向けて、 次の事項について検討する。  
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① 情報連絡体制の整備 

県外から の避難者の受入れを 迅速かつ円滑に行う こ と ができ る よう に避難元の自治体と 連

絡先を交換するなど、 情報連絡体制を 整備する。  

② 受入体制の整備 

広域避難を 受入れるための組織体制を 予め定める。  

③ 避難所の指定 

避難元市町における居住地に対応する受入避難所のマッ チングや場所は、 広域避難ガイ ド

ラ イ ンに示す。  

④ 必要物資の把握、 配布手順の確認 

避難元市町から の情報を踏まえ、 避難所において、 食料、 飲料水及び生活必需品を 速やか

に確保でき る体制を 整備する。 また、 一般災害に準じ て、 物資の配布についてあら かじ め手

順を 定めておく 。  

 

表 6-3-2 広域避難の避難元、 避難先 

 

避難元 
UPZ 内人口 

（ 人）  
第 1 避難先 
（ 府県内）  

第 2 避難先 
（ 府県外）  

  42, 383 

福井県内 

 

福井県 

鯖江市 

越前市 
148, 983 石川県 

敦賀市 63, 032 奈良県 

小浜市 

高浜町 
おおい町 

若狭町 

59, 546 兵庫県 

滋賀県 49, 878 滋賀県内 
大阪府（ 中部方面への

避難も 想定）  

京都府 108, 929 京都府内 
兵庫県、徳島県（ 京都市
253 人を 除く ）  

計 472, 751   

出典： 原子力災害に係る広域避難ガイ ド ラ イ ン 

 

 

表 6-3-3 広域避難計画の総括表（ 抜粋）  

避難元府県 避難元市町 対象人口 避難先府県 避難先市町 受け入れ人数 

京都府 舞鶴市 77, 222 

兵庫県 

神戸市 30, 827 

尼崎市 14, 041 

西宮市 15, 752 

淡路市 1, 456 

徳島県 

鳴門市 

松茂町 

北島町 

15, 146 

出典： 原子力災害に係る広域避難ガイ ド ラ イ ン  
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( 8)  原子力発電所事故災害に関する知識の普及啓発 

市民が原子力発電所事故災害に関する 正し い理解を 深める こ と ができ るよう 、 県や関係機関

と 連携し 、 普及啓発を行う 。 普及啓発の実施方法は、 「 共通編 予防計画 第１ 章 防災・ 減災の

基本的な取組み １ －３  防災意識を 高めるための取組み」 に準ずる。  

３ ． 災害応急対策 

( 1)  災害時の伝達方法 

防災関係機関等に対する災害発生状況の伝達は、「 ２ ． 災害予防対策 （ 3） 情報の収集・ 伝達

体制の整備」 で予め定めた伝達系統により 行う 。  

( 2)  防災関係機関等と の連携 

防災関係機関等と の連携は、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第３ 章 広域連携・ 受援

体制 ３ －１  広域応援要請、 ３ －２  自衛隊の派遣要請」 に準ずる。  

また、 必要に応じ て、 「 共通編 予防計画 第３ 章 広域連携・ 応援体制の整備 ３ －３  災

害応援の仕組み」 に記載の民間事業者・ 団体等と の協定に基づき 、 協力を要請する。 専門家へ

の協力要請が必要な場合は、 県に対し て派遣を 要請する。  

( 3)  市民への広報 

原子力発電所事故災害発生時には、 被災状況、 応急対策の実施状況、住民の取るべき 措置等に

ついて積極的に広報を 行う 。 広報事項の内容は確実な責任機関から 入手すると と も に、 広報の

実施機関名等を 記し て広報を 行う 。 広報の手法は、 「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第２

章 情報収集・ 伝達・ 広報計画 ２ －２  災害時の広報活動」 に準ずる。  

( 4)  各種相談の実施 

市民から の相談又は要望事項を 聴取する相談体制については、 「 地震・ 津波対策編 応急対

応計画 第２ 章 情報収集・ 伝達・ 広報計画 ２ －４  災害時の広聴・ 相談体制」 に準ずる。  

( 5)  モニタ リ ング活動の実施 

① 空間放射線量率の把握 

市は、 国がリ アルタ イ ムでホームページ上に公表し ている空間放射線量率のデータ を 監視

し 、 県や国と 連携し 、 市内への影響を 調査する。  

 

原子力規制委員会 放射線モニタ リ ング情報 ht tps: //r adi oact i vi t y. nr a. go. j p/j a/ 

 

② 飲料水・ 食品等の放射性物質濃度測定の実施 

水道部は、 国から の指示等によ り 、 水道水の放射性物質の濃度測定を 実施する。 市は、 県

が実施する飲料水・ 食品等の放射性物質の濃度測定が円滑に行われるよう に協力する。  

( 6)  屋内退避等防護措置の実施 

原子力施設における 事故等の発生時に市域で実施する屋内退避等の防護措置について定める。 

① 屋内退避の準備 

市は、 国から の指示があっ た場合、 又は危険情報を 把握し た場合には、 住民等に対し 、 屋

内退避を 行う 可能性がある旨の注意喚起を 行う 。  

② 屋内退避の指示の広報 

大規模な放射性物質の放出があり 、 施設の状況や国、 県及び原子力事業者が実施する緊急

時モニタ リ ン グ結果等を踏まえて、 国から 屋内退避の指示があっ た場合、 「 （ 3） 市民への広

報」 に準じ て、 速やかに住民に対し 広報を 行う 。  

 

https://radioactivity.nra.go.jp/ja/


■ 大規模事故災害対策編 

［ 予防・ 応急対応計画］ ６ ． 原子力等事故災害 

大規模事故災害対策編 －57－ 

③ 避難・ 一時移転の実施 

市は、 国から の指示があっ た場合、 住民の避難・ 一時移転を 実施する。 その際、 指示の内

容について、 「 （ 3） 市民への広報」 に準じ て、 速やかに住民に対し 広報を 行う 。  

また、 自然災害を 原因と する緊急の避難が必要になっ た場合、 住宅等の倒壊により 屋内退

避が困難な状況が生じ るおそれがある場合には、 自然災害に対する避難行動を と り 、 自然災

害に対する安全が確保さ れた後に、 原子力災害に対する避難行動を と るこ と を 基本と する。  

④ 避難所の開設、 運営体制 

市は、 住民等の市内における避難・ 一時移転を 実施するこ と と なっ たと き は、 必要に応じ

て避難所の開設・ 運営を行う 。  

避難所の開設・ 運営の方法、 手順、 避難状況の報告は、「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 

第７ 章 避難所の開設・ 運営 ７ －３  避難所の開設・ 運営」 に準ずる。  

⑤ 防護措置の必要がなく なっ たと き の公示 

市は、 防護措置の必要がなく なっ た場合「 （ 3） 市民への広報」 に準じ て、 速やかに住民に

対し 広報を行う 。  

⑥ 広域避難が必要になっ た場合の県、 隣接市町に対する協力要請等 

市は、 県内他市町域への広域一時移転の必要があると 認めると き は、 県に報告の上、 具体

的な被災状況、 受入れを希望する 被災住民の数その他必要な事項を 示し て、 県内他市町に被

災住民の受入れを 協議する。  

市は、 他の都道府県への広域一時移転の必要があると 認めると き は、 県に対し 、 具体的な

被災状況、 受入れを 希望する被災住民の数その他必要な事項を 示し 、 他の都道府県に被災住

民の受入れを 協議する よう 求める 。  

こ れら の広域避難については、「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第６ 章 避難計画 ６

－４  他都市への避難」 に準ずる。  

( 7)  要配慮者に対する対応 

要配慮者に対する対応については、「 地震・ 津波対策編 応急対応計画 第２ 章 情報収集・

伝達・ 広報計画 ２ －５  要配慮者等に関する情報の収集及び提供、 ２ －６  要配慮者の安否確認

と 福祉ニーズの把握」 に準ずる。  

( 8)  交通の確保対策の実施 

原子力発電所事故災害発生時における安全かつ円滑な交通の確保対策について定める。  

① 被災情報及び交通情報の収集 

原子力発電所事故災害発生後、道路管理者及び県警察本部は緊密に連携し 、それぞれ所管す

る 道路又は地域について、 被災状況等を 把握し 、 通行の禁止又は制限に関する 情報収集に努

める。 また、 市の防災情報ネッ ト ワーク や電力・ ガス・ 通信企業等民間のセキュ リ ティ シス

テム等を 利用し て幅広い情報収集に努める。  

② 管理道路の交通確保の方法 

道路管理者は、 原子力発電所事故の発生により 、 交通が危険であると 認めら れる場合にお

いては、 管理する道路の保全と 交通の危険、 被害拡大を 防止する ため、 区間を 定めて道路の

通行禁止又は制限を行う 。  

③ 広報の方法 

道路管理者及び県公安委員会は、 避難車両や緊急通行車両の通行の障害と なるこ と を 避け

る ため、 交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情報について、 ド ラ イ バーを はじ

め広く 市民に周知する 。  

( 9)  医療及び健康相談の実施 

住民等を 対象と する 健康相談等の実施、 相談窓口の設置、 医療救護活動の実施について検討

を 進める。  
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( 10)  飲料水・ 食品等の出荷制限、 摂取制限 

水道部は、 国及び県から の指示又は要請があっ たと き 、 及び、 自ら 実施し たモニタ リ ングの

結果等により 、 国が示す指標等を 超え、 又は超えるおそれがあると 認めると き は、 水道水の摂

取制限等の必要な措置を 行う 。  

市は、 国の指導・ 助言及び指示に基づき 、 農林水産物の生産者、 出荷団体及び市場の責任者

等に汚染農林水産物の採取の禁止、 出荷制限等必要な措置を行う 。  

４ ． 県外から の避難者の受入れ 

( 1)  広域避難に係る情報伝達と 避難所の開設・ 運営 

県から の要請に基づき 、関係部局や避難所の施設管理者に連絡し 、避難所の開設準備を 行う 。  

( 2)  避難ができ ない場合 

市は、 災害等やむを 得ない理由で広域避難ガイ ド ラ イ ンに定めた広域避難の受入が困難と な

っ た場合、 速やかに県に報告する。  

( 3)  避難所の開設・ 運営 

他の自然災害と 同様に避難所ごと に職員を 配置し 、 人員が不足する場合は県に応援職員を 派

遣するよう 要請する。 避難所の開設期間は、 おおむね２ か月程度を 目安と する。  

( 4)  避難所の運営の引継ぎ 

避難者の受入れがおおむね完了し 、 避難元市町による避難所での運営体制が整っ た段階で、

避難元市町と 協議し 、避難者の受入れ及び避難所の運営に関する業務を避難元市町に引き 継ぐ 。

ただし 、 避難元市町と 協力し て、 市から 直接避難者の自主運営に引き 継ぐ こ と も 検討する。 市

は、 避難元市町に避難所の運営を 引き 継ぐ までの間、 県と 連携し て避難所運営に必要な物資を

確保するほか、 運営主体を 引き 継いだ後においては、 避難元市町の求めに応じ て、 必要な物資

の確保などに協力する。  

( 5)  避難者の相談および情報提供 

市は、 避難者の様々な意見・ 相談等に適切に対応でき るよう 避難元市町が必要に応じ て設け

る相談窓口の設置に協力する。  

また、 避難元市町と 連携し 、 避難者に対し て、 住まい、 生活、 医療、 教育、 介護などの避難生

活に必要な情報や、 帰還支援に関する情報の提供に努める。  

５ ． 災害復旧計画 

( 1)  放射性物質による環境汚染への対処 

市は、 事業者等が行う 放射性物質による環境汚染の除去に対し 、 必要な協力を 行う 。  

( 2)  各種制限措置の解除 

市は、 県から 各種制限措置の解除の指示があっ たと き は、 特別の理由がない限り 、 応急対策

と し て実施さ れた立入制限、 飲料水・ 食品等の摂取制限及び農林水産物の採取・ 出荷制限等の

制限措置を解除する。  

( 3)  風評被害等の影響の軽減 

市は、 原子力発電所事故災害によ っ てなさ れた各種制限措置が全て解除さ れたと き は、 市域

における安全が回復し た旨を 発表する。  

市は、風評による影響を受けた観光などの業界に対し 、地元産品のＰ Ｒ 、誘客キャ ンペーン、

物産展等による支援を 検討する。  

( 4)  心身の健康相談体制の整備 

市は、 県や国、 専門家の意見を 聴いて、 必要に応じ て、 応急対策にあたっ た職員、 防護対策
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を 講じ た地域の住民等を対象と する 健康調査を 実施する。 その際、 放射線と の関連が明ら かな

疾患だけでなく 、 こ こ ろ のケア等も 含めた健康状態を 把握するための長期的な健康評価の必要

性を 考慮する。  

また、 通常の健康相談窓口において相談に応じ るほか、 必要に応じ て県や国、 専門機関の相

談窓口を 紹介する。  
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 第７ 章 その他の事故災害対策 

本章では、 石油コ ンビ ナート 災害及び危険物、 有毒物取扱施設災害、 多数の市民の生命、 身体

が危険と なるその他の事故災害についての対策について定める。  

 

【  構 成 】  

７ －１  石油コ ンビナート 災害 

 

７ －２  危険物・ 有毒物取扱施設災害 

 

７ －３  その他の事故災害等対策 

 

実 施 担 当 部 担 当 業 務 

消 防 部 

・ 石油コ ンビナート 等災害防御要綱等による活動に関するこ と  

・ 危険物、 有毒物取扱施設等の災害予防対策及び災害発生後の火災害防止

等応急措置に関するこ と  

・ その他事故災害における救助・ 救急に関するこ と  
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７ －１  石油コ ンビナート 災害  
消防部は、 石油コ ンビナート 等特別防災区域( 防災 DB 大予防 資料 7-1-1) （ 石油コ ンビナート

等災害防止法昭和 50 年法律第 84 号） に係る災害防御について、 兵庫県石油コ ンビナート 等防災

計画（ 兵庫県石油コ ンビナート 等防災本部策定） によるほか、 警防規程（ 神戸市消防局） に基づ

き 化学消防を 主体と し て防御を図る。  

１ ． 石油コ ンビナート 等特別防災区域の災害防御計画 

石油コ ンビナート 等特別防災区域に係る災害対応について、 「 石油コ ンビナート 等災害防御

要綱」 に基づき 災害の拡大防止と 鎮圧に当たる。  

( 1)  要綱の基本方針 

① 兵庫県石油コ ンビナート 等防災計画及び関係機関と の関連を 明確にする 。  

② 災害の状況により 、 次のと おり 配備体制を と る。  

配備体制 災害の状況 消防隊等の動員 指揮体制等 

第１ 次 
配備 
体制 

発災事業所の自衛防災
組織及び第１ 泡放射中
隊の消防力で 対応し 得
る状況 

1. 発災事業所自衛防災組織を 出動さ
せる 。  

2. 第１ 泡放射中隊を出動さ せる。  
3. 応援事業所の資機材( 泡放射中隊

を 除く ) を応援出動さ せる。  

防災本部に連
絡する。  
消防現場指揮
所 を 開 設 す
る。  

第２ 次 
配備 
体制 

第１ 次配備体制に加え
て 更に応援事業所自衛
防災組織の応援出動に
よ ら な ければ鎮圧が困
難な状況 

1. 第１ 種動員 
応援事業所の泡放射中隊を 出動さ

せる。  

防災本部に連
絡する。  
消防本部指揮
所 を 開 設 す
る。  

第３ 次 
配備 
体制 

大規模な災害に移行し 、
関係機関によ る 総合活
動を 行う ため、現地防災
本部( 以下「 現地本部」と
いう ) を 設置する 必要が
ある 状況 

1. 現地本部設置のみで第１ 種動員以
上の動員は行わない。  

2. 第２ 種動員 
他地区の自衛防災組織の応援を 要
請する。  

3. 第３ 種動員 
他地区の消防機関の応援を 要請す
る。  

4. 第４ 種動員 
自衛隊の出動を 要請する。  

現地本部の設
置を 防災本部
に要請し 、 設
置計画によ り
設置する。  

 

③ 特定事業所と の連携を 強化し 、 消防隊と 自衛防災組織が一体と なっ て火災防御に当たる。  

( 2)  部隊運用の効率化 

① 危険物施設ごと に防御計画を 作成し 、 部隊運用の効率化を 図る。  

② 泡放射、 補給等の任務別に部隊を 編成する。  

③ 出動部隊数の基準を 明確にする｡ 

( 3)  防御活動の効率化 

① 現場指揮所、 本部指揮所を開設し 、 指揮体制を 強化する。  

② 大規模火災と なっ た場合は、 現地本部（ 現地本部長は神戸市長） を 設置し て、 防災本部及

び火災現場と の連絡調整を 行う 。  

③ 泡薬剤等資機材補給計画により 、 補給活動の円滑化を 図る。  

④ 情報資料収集及び関係先への情報伝達を 積極的に行う ｡ 

⑤ 災害の状況が神戸市域内の消防隊、 事業所自衛防災組織の消防力、 資機材で対応でき ない

規模と なっ た場合は、 防災本部を 通じ 、 他市町へ応援を要請する。  
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７ －２  危険物・ 有毒物取扱施設災害  
市内には、 危険物、 火薬類、 高圧ガス等の貯蔵所、 取扱所等が多数あり 、 地震時には振動等に

よる火災、 延焼、 爆発、 飛散、 漏洩等の災害が考えら れる。  

こ れら の施設については、 関係法令により 保安監督者、 保安責任者等施設の保安に関する責任

者が定めら れ、 予防規程、 危害予防規程等により 、 自主保安体制の強化が図ら れているが、 地震

時には消防機関等公的防災機関による 対応が遅延するこ と も 予想さ れるため、 災害の未然防止及

び発災時における被害を 最小限に止める措置の項目を 強化し 、 自主保安体制の整備を より 強力に

指導するこ と で、 各施設において適切な措置が実施でき る体制を確立さ せる必要がある。  

本節では、 危険物、 毒劇物、 高圧ガス、 火薬類関連の各施設の防災計画について必要な事項を

定める。  

１ ． 危険物施設 

( 1)  災害発生時の対応 

事業所の関係者、 危険物保安監督者、 危険物取扱者等は、 予防規程等に基づき 、 次に掲げる

措置を 講ずる。  

① 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 

② 施設の応急点検 

③ 火災の防止措置 

( 2)  事前の指導 

消防機関は、 前述( 1) の措置が迅速に取れる 体制及び次の項目について指導する。  

① 近隣事業所相互による自衛消防組織の協力体制の確立 

② 災害発生時における迅速、 確実な状況の把握、 及び消防機関への早期通報実施体制の確立 

( 3)  訓練実施の指導 

消防機関は、 前述( 1) の項目について、 定期的に訓練を 実施さ せ、 必要があれば訓練に立会い

指導する。  

２ ． 火薬類、 高圧ガス( Ｌ Ｐ Ｇ を含む) 施設 

( 1)  災害発生時の対応 

各事業所が危害予防規程に基づき 、 応急措置及び資機材の調達を 行う こ と を 原則と するが、

消防部は、 各施設で対応でき ない災害の通報を 受理し たと き は、 消防車両を 現場に出動さ せ、

災害防御に当たる。 また、 状況に応じ て現地対策本部を設置する。  

( 2)  異常の有無等の通報 

関係事業所の保安責任者等は、 地震発生時における災害を 未然に防ぐ ため、 また、 災害発生

時の被害を最小限に止めるため、 迅速、 的確な通報を 実施する。  

また、地震発生後、迅速に施設の点検及び災害防止措置を実施し 、その結果を消防機関に通報する。  
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( 3)  災害覚知時の連絡体制 

以下のと おり と する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１  消防署は、 避難指示等の可能性があると き は区事故対策本部へ連絡すると と も に、 必要

に応じ て災害時初動対応チームの構成メ ン バーにも 連絡する。  

担当： 兵庫県消防保安課   危険物担当（ 消防広域応援）  電話 362-9824 

 

３ ． 毒物、 劇物取扱施設 

① 主管機関:  健康局保健所医務薬務課 電話 322-6796 

② 対応は火薬類、 高圧ガス（ Ｌ Ｐ Ｇ 含む） 施設と 同じ  

 

 

  

消 防 署 

通 信 指 令 課 

緊 急 消 防 援 助 隊 

（ 県 外 応 援 ）  

総 務 省 消 防 庁 

兵庫県警察本部災害対策課 

所 轄 警 察 署 

第 五 管 区 海 上 保 安 本 部 

（ 警備救難部環境防災課） 
所 轄 海 上 保 安 機 関 118 番通報 

兵庫県消防保安課（ 危険物担当）  

（ 現地対策本部） ＊１  

危 機 管 理 部 （ 災害対策本部）  

110 番通報 

119 番 

通報 

他 市 町 消 防 本 部 

兵庫県消防保安課（ 産業保安班）  

中部近畿産業保安監督部近畿支部

（ 保安課）  
経 済 産 業 省 

（ 保 安 課 ）  

発 災 事 務 所 
消 防 部 
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７ －３  その他の事故災害等対策  

１ ． 対象事故等 

事故等のため、多数の市民の生命、身体が現に危険にさ ら さ れ、若し く はさ ら さ れる恐れがあり 、

早急に救出などを行う 必要がある場合であっ て、 概ね次に該当する事故などを対象と する。  

① 危険物及び毒性ガスの爆発、 流出、 漏洩等に起因する事故 

② 建物、 大規模工作物の倒壊に起因する事故 

③ 集団的に発生する 食中毒事故等に起因する事故 

④ 祭礼等不特定多数の者が集合する場所で発生する事故 

⑤ その他物理的、 人為的原因又は自然現象に起因する事故等 

２ ． 応急対応 

( 1)  基本方針 

消防機関及び警察が主体と なり 、 相互に緊密な連絡を と り 、 協力し て救出にあたる。 救出活

動が困難な場合は、 自衛隊及び兵庫県広域消防相互応援協定等に基づく 応援を 要請する 。  

( 2)  応急活動等 

① 神戸市全域災害時 

ア 各消防署単位でその管轄区域内の救助活動を 行う 。 ただし 、 特殊な救助技術を 必要と す

る場合は、 その状況により 救助隊、 特殊災害隊及び航空隊等の派遣を要請する。  

イ  消防団員は災害現場において、 警戒区域の設定、 現場警戒、 傷病者の搬送支援等、 消防

隊の活動支援を行う 。  

ウ 救出し た負傷者は、 ト リ アージタ ッ グを 活用し てト リ アージを 行い、 応急処置を 実施し

た後、 ト リ アージタ ッ グの優先順に従い医療機関へ搬送する。 負傷者多数の場合は、 その

状況を 管制室に連絡し 、 救急隊の応援を 要請する。 救急隊の派遣が得ら れないと き は、 広

報車隊等により 対応する。  

エ 復旧作業や特殊な機器を 必要と する作業については、 関係機関と 緊密な連携を 図る。  

② 単発的災害時 

ア ５ 人程度以上 20 人程度以下の傷病者等が発生し 、 又は発生し たと 予想さ れる災害を「 多

数傷病者発生災害」 と いう 。  

イ  30 人程度以上の傷病者等が発生し 、 又は発生し たと 予想さ れる災害を「 大規模災害」 と

いう 。  

ウ 上記ア、 イ の災害に対し ては、 消防局制定の「 大規模災害運用要綱」 を 運用する。  

エ 救急隊の部隊運用については、 消防局の「 傷病者対応局面救急隊活動要領」 の定めると

こ ろ による。  

③ サリ ン等毒性ガス発生における救急・ 救助活動 

ア 部隊の運用 

( ｱ)  司令課は、 地下街等でガス中毒等の通報を 受信し た場合、 有毒ガス関連災害である

こ と を前提と し た出動を指令する。  

( ｲ)  傷病者が 30 名以上発生し たと 予想さ れる場合は、 大規模災害出動を 適用する。  

( ｳ)  同時多発時の部隊運用については大規模災害出動と し 、状況によって高次出動を指令する。 

( ｴ)  現場最高指揮者は、 早期に現状を 把握し 、 増強隊の要請、 警戒区域の設定など臨機

に被害の拡大防止に努める。  

( ｵ)  救助隊は、 陽圧式化学防護服及び各種防護服を 着装し て活動する。  

( ｶ)  救急隊は、 災害拠点病院である神戸市立医療センタ ー中央市民病院、 神戸大学医学部附

属病院、 兵庫県災害医療センタ ー、 神戸赤十字病院をはじ め、 兵庫県広域災害・ 救急医療情

報システム等を活用し 、 システム参加医療機関の受入情報に基づき、 受傷者を搬送する。  
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イ  受傷者の確認、 把握等については、 「 傷病者対応局面救急隊活動要領」 に基づき ト リ ア

ージタ ッ グを 活用する。  

ウ 現場活動し た職員の安全確保 

( ｱ)  毒性物質は、 呼吸器はも と より 皮膚、 粘膜等から も 吸収さ れるので、 安全確保のた

めには、 汚染物質を 濾過する機能を 持っ た呼吸保護器具または空気呼吸器により 、 呼吸

の安全を 確保するのみなら ず、 皮膚、 粘膜等を 露出し ないよう 衣服、 ゴム手袋等を 確実

に着装する必要がある。  

( ｲ)  119 番通報の内容や現場の状況から 、毒性物質による影響があると 判断し た場合は、

直ちに安全確保措置を 確保し た隊等が対応するこ と と し 、その他の隊は不用意に近づか

ない等細心の注意を払う 。  

また、 陽圧式化学防護服を 保有する隊を積極的に活用すると と も に、 時機を 失するこ

と なく 自衛隊等の専門家の派遣を 要請する。  

( ｳ)  毒性物質に汚染さ れた防護服は、 活動のつど大量の水で洗い流す。 また、 衣服等に

ついては、 ポリ エチレ ン製のごみ袋に分別し て持ち帰り 、 中性洗剤により 洗浄し た後、

大量の水で洗い流す。  

エ 「 サリ ン 等による 人身被害の防止に関する法律」 の施行 

( ｱ)  「 サリ ン等による人身被害の防止に関する法律」 ( 平成７ 年法律第 78 号) が平成７ 年

４ 月 21 日に公布さ れた。 こ の法律は、 サリ ン等の製造、 所持等を禁止すると と も に、

こ れを 発散さ せる 行為についての罰則及びその発散によ る 被害が発生し た場合の措置

等を 定めるこ と を 目的と し ている。  

○サリ ン等の発散による被害発生時の措置に関する事項( 第４ 条第１ 項)  

警察官・ 海上保安官又は消防吏員は、 サリ ン等又はサリ ン等である疑いがある

物資の発散により 、 人の生命又は身体の被害が生じ ており 、 又は生じ るおそれが

あると 認めると き は、 関係法令の定める と こ ろ により 、 以下について処置するも

のと する。  

ａ  その被害に係る建物、 車両、 船舶その他の場所への立ち入り の禁止 

ｂ  こ れら の場所にいる者を 退去さ せるこ と  

ｃ  サリ ン等を 含む物品その他のその被害に係る物品の回収、 廃棄 

ｄ  その他その被害を 防止するための必要な措置 

( ｲ)  ( ｱ) の場合、 消防吏員は警察官又は海上保安官と 相互に緊密な連携を 保つ。  

オ 関係行政機関等の協力関係に関する事項( 第４ 条第２ 項関係)  

第４ 条第１ 項に関し 、 消防長又は消防署長は関係行政機関又は関係のある公私の団体に

対し 、 技術的知識の提供、 装備資機材の貸与その他必要な協力を求めるこ と ができ る。  

カ  国民と の協力関係に関する事項( 第４ 条第３ 項関係)  

国民は、 サリ ン 等若し く はサリ ン等である疑いのある物質若し く はこ れら の物質を 含む

物品を 発見し 、 又はこ れら が所在する場所を 知っ たと き は、 速やかに消防吏員等にその旨

を 通報すると と も に、 消防吏員が行う 第４ 条第１ 項の措置の円滑な実施に協力するよう 努

めなければなら ない。  

④ 経費の負担 

救出のために要する経費は各機関の負担である が、 災害救助法適用の場合は、 舟艇その他

捜索に必要な機械器具等の借上費、 修繕費及び燃料費等については、 県の負担と なる
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■ 復旧計画 

 

被災し た公共施設の災害復旧は、 被災施設の原形復旧と あわせ、 再度の災害発生を 防止するた

め、 応急復旧終了後被害の程度を 十分検討し て、 必要な施設の新設又は改良等を 行う 。 実施に当

たっ ては、 被害の状況に応じ 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 。  

 

第１ 章 公共施設の災害復旧 

１ ． 復旧事業の対象 

道路・ 河川等の公共土木施設並びに電気、 水道、 ガス、 交通等の都市施設は、 市民生活の根

幹を なすも のであり 、 極めて重要な機能を 持っ ている。 こ のため、 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 道路、 橋梁災害復旧事業 

② 港湾施設災害復旧事業 

③ 河川災害復旧事業 

( 2)  都市災害復旧事業 

① 街路災害復旧事業 

② 都市下水道施設災害復旧事業 

③ 公園施設災害復旧事業 

④ 市街地埋没災害復旧事業 

( 3)  農業用施設災害復旧事業 

( 4)  上水道施設災害復旧事業 

( 5)  工業用水施設災害復旧事業 

( 6)  下水道施設災害復旧事業 

( 7)  住宅災害復旧事業 

( 8)  社会福祉施設災害復旧事業 

( 9)  市立医療施設、 病院等災害復旧事業 

( 10)  学校教育施設災害復旧事業 

( 11)  社会教育施設災害復旧事業 

( 12)  その他災害復旧事業 
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２ ． 事業実施に伴う 国の財政援助等 

法律等により 国がその全部若し く は一部を 負担し 、又は補助する 災害復旧事業費については、

知事の報告その他地方公共団体が提出する資料及び実施調査の結果等に基づき 、 主務大臣が決

定し 、 適正かつ速やかに行う 。  

法律等により 負担又は補助する災害復旧事業は、 次のと おり である。  

 

法 律 補 助 を 受 け る 事 業 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

河川、 海岸、 砂防設備、 林地荒廃防止施設、 地すべ

り 防止施設、 急傾斜地崩壊防止施設、 道路、 港湾、

漁港、 下水道、 公園の復旧 

公立学校施設災害復旧費国庫負担法 公立学校施設の復旧 

公営住宅法 
公営住宅及び共同施設（ 児童遊園、 共同浴 

場、 集会所等） の復旧 

土地区画整理法 災害によ り 特別に施行さ れる 土地区画整理事業 

海岸法 海岸保全施設等の復旧 

感染症法 感染症予防事業、 指定感染症病院等復旧事業 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
災害により 特に必要と なっ た廃棄物の処理 

に要する費用 

予防接種法 臨時の予防接種 

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の

暫定措置に関する 法律 

農地、 農業用施設、 漁業用施設、 共同利用 

施設の復旧 

水道法 上水道施設の復旧 

下水道法 下水道施設の復旧 

生活保護法 生活保護施設の復旧 

児童福祉法 児童福祉施設の復旧 

身体障害者福祉法 身体障害者更生援護施設の復旧 

老人福祉法 老人福祉施設の復旧 

精神薄弱者福祉法 精神薄弱者援護施設の復旧 

売春防止法 婦人保護施設の復旧 

砂防法等 土砂災害防止対策 

鉄道軌道整備法 鉄道施設の復旧 
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３ ． 激甚災害の指定 

激甚災害が発生し た場合における 地方公共団体の経費の負担の適正化と 被災者の災害復興の

意欲を 高めるこ と を目的と し て、 昭和 37 年に「 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律」 （ 昭和 37 年法律第 150 号、 以下「 激甚法」 と いう 。 ） が制定さ れた。 こ の法律は、

激甚災害と し て指定さ れた災害を 対象に、 国の地方公共団体に対する特別の財政援助と 、 被災

者に対する特別の財政措置を 内容と し ている。  

本市に大規模な被害が発生し た場合は、 激甚法による援助、 助成等を 受けて適切な復旧事業

を 実施する必要がある。 激甚法の指定の手続き について以下に示す。  

( 1)  激甚災害の指定の手続き  

大規模な災害が発生し た場合、 地方公共団体の長の報告を 受けた内閣総理大臣が、 中央防災

会議に諮問する。  

中央防災会議では、 激甚災害であるか否かの判断及び発動すべき 特別措置の範囲を 激甚災害

指定基準、 又は局地激甚災害指定基準に基づいて審議決定し 、 こ れら を 政令で指定する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)  調査報告 

本部長（ 市長） は、 大規模な災害が発生し た場合、 激甚災害指定基準及び局地激甚災害指定

基準を 十分考慮し 、 災害状況等を 県知事に報告する。  

( 3)  特別財政援助の交付にかかる手続き  

本部長（ 市長） は、 激甚災害又は局地激甚災害の指定を受けたと きは、 速やかに関係調書等を作

成し 、 県各部局に提出し 、 公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう 措置する。  
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（ 災害名適用条項）  
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４ ． 激甚法に定める事業 

激甚災害にかかる財政援助措置の対象は、 次のと おり である。  

下記以外の復旧事業についても 、 単独災害復旧事業等と し て地方債の発行が認めら れている

も のも あるので、 事業の執行にあたっ ては、 被災状況のわかる写真、 工事写真、 完成写真、 設

計書・ 工事図面等、 復旧事業の概要を 把握でき る資料を可能な限り 確保する 。  

( 1)  公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

① 公共土木施設災害復旧事業 

（ 河川、 海岸、 砂防施設、 林地荒廃防止施設、 地すべり 防止施設、 急傾斜地崩壊防止施設、

道路、 港湾、 漁港、 下水道、 公園） など 

② 公共土木施設災害関連事業 

（ 災害復旧事業のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待でき ないと 認めら れるため、 こ

れと 合併し て行う 公共土木施設の新設、 改良）  

③ 公立学校施設災害復旧事業 

④ 公営住宅等災害復旧事業 

⑤ 生活保護施設災害復旧事業 

⑥ 児童福祉施設災害復旧事業 

⑦ 養護老人ホーム・ 特別養護老人ホーム災害復旧事業 

⑧ 身体障害者更生援護施設災害復旧事業 

⑨ 知的障害者更生施設・ 知的障害者授産施設災害復旧事業 

⑩ 婦人保護施設災害復旧事業 

⑪ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

⑫ 感染症予防事業 

⑬ 堆積土砂排除事業 

・ 河川、 道路、 公園その他の施設への堆積土砂の排除 

・ それ以外の区域の堆積土砂で、 市長が指定し た場所に集積さ れたも の、 又は放置するこ と

が公益上重大な支障があると 認めたも のの排除 

⑭ 湛水排除事業 

( 2)  農林水産業に関する特別の助成 

① 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

② 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

③ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

④ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

⑤ 森林組合等の行う 堆積土砂の排除事業に対する補助 

⑥ 土地改良区等の行う 湛水排除事業に対する補助 

⑦ 共同利用小型漁船の建造費の補助 

⑧ 森林災害復旧事業に対する補助 
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( 3)  中小企業に関する特別の助成 

① 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

・ 付保限度額の別枠設定 

・ 保険填補率の引き上げ  70／100 ⇒ 80／100 

・ 保険料率の引き 下げ 

② 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の特例 

・ 償還期限の延長  ２ 年以内 

③ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例 

・ 再建融資の利率の引き 下げ（ 商工中金）  

政令で定める利率（ 特別被害者については３ ％）  

( 4)  その他の特別の財政援助及び助成 

① 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

ア 予算の範囲内において２ ／３ を補助するこ と ができ る。  

イ  対象事業 

公立の公民館、 図書館、 体育館、 運動場、 水泳プールその他文部科学大臣が財務大臣と

協議し て定める社会教育施設の災害復旧事業 

② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ア 予算の範囲内において１ ／２ を補助するこ と ができ る。  

イ  対象事業： 私立の学校の災害復旧事業 

③ 市町村（ 指定都市を 除く ） が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例 

④ 母子寡婦福祉資金に関する国の貸付の特例 

ア 母子寡婦世帯への貸付金の財源と なる国の貸付金割合の引き 上げ 

国： 地方  ２ ： １  ⇒ ３ ： １  

イ  災害を受けた年度及びその翌年度 

⑤ 水防資材費補助の特例 

ア 補助率の引き 上げ  １ ／３  ⇒ ２ ／３  

イ  水防管理団体が水防のために使用し た資材に関する費用 

⑥ り 災者のための住宅建設事業に対する補助又は融資の特例 

ア り 災者公営住宅建設事業に対する 補助の特例 

・ 激甚災害により 滅失し た住宅に、 災害の当時居住し ていた低額所得者に賃貸するため、

災害公営住宅を建設する場合 

・ 補助率の引き 上げ  ２ ／３  ⇒ ３ ／４  

・ 補助対象戸数    滅失戸数の３ 割 ⇒ ５ 割 

イ  産業労働者住宅建設資金融通の特例 

・ 激甚災害によ り 滅失し た産業労働者住宅に災害の当時居住し ていた産業労働者の居住

に供するため、 住宅を 建設する場合 

・ 償還期限の３ 年延長、 ３ 年以内の据置き 期間の設定 

⑦ 小災害復旧債の利子補給 

ア 小災害復旧債 － 公共土木施設、 公立学校施設、 農地、 農業用施設、 林道の災害復旧事

業で小規模なも のにあてるための起債 

イ  元利償還の一定割合を 地方交付税に算入する。  

 

 


