
香南市の概況

香南市は、南部地域は太平洋に面する自然豊かな景
観の海岸部と肥よくな平野部、中部地域には里山環
境が広がっている。また、北部地域は標高300～600
ｍの四国山地の一部を構成しており、これらの山々
を源流とする一級河川があるなど、水と緑が豊かな
地域である。

香南市は、震度6～7 の強い揺れが 約3分間 続き、
沿岸部では、10分後に30cm の津波が到達。最大津波

高は15ｍ となる。さらに地震・津波の発生直後はす

べての ライフラインが停止 し、多くの市民が、 避

難所での生活 を余儀なくされる。

南海トラフ地震が発生すると…



応急活動

復旧・

復興

災害へ

の備え

警報避難

復旧・復興

■復旧・復興基本方針の決定
■復興本部の設置
■復興計画の作成
■継続復興支援
■復興まちづくり

災害への備え
≪減災対策≫
■ハザードマップ・被害想定の作成
■地域防災計画・業務継続計画の作成
■受援計画の作成
■災害対策本部マニュアルの作
■物資・資機材の備蓄
■災害協定の更新・見直し
■地域防災力の強化

≪被害抑止対策≫
■河川堤防・防潮堤などの国土保全対策
■防災施設の整備 ・建築制限
■建設・設備等の耐震化、対浪化
■非構造物、什器、工作物等耐震化
■気象・地象の予測・観測の充実強化

警報避難

災害対策の流れ

■被災施設の復旧
■激甚災害制度

応急活動 ■災害対策本部体制の確立
■災害情報の収集・連絡
■救助・救急・消火・医療
■緊急輸送ルートの確保
■被害拡大・二次災害防止

■物資の調達・供給
■広域応援の要請
■孤立地域の解消
■帰宅困難者対策
■ライフラインの復旧
■災害廃棄物の処理 等

被災者支援

≪避難生活の支援≫
■指定避難所の開設・運営
■災害救助法の適用
■保健衛生
・防疫被害想定の作成

■避難生活支援
■ボランティアの受入れ

被
災
者
支
援

≪生活再建の支援≫
■住家被害認定調査
■罹災証明書の発行
■被災者台帳の作成
■応急仮設住宅
の提供・管理

■生活再建支援金の支給
■弔慰金・義援金・見舞
金等の支給 等

■災害警戒本部開設
■指定避難所開設・避難場所開放
■防災気象情報の収集・伝達
■避難誘導
■避難指示等の発令 等

災害対策本部

指揮統制
■ 指揮調整
■ 安全管理
■ 組織関連調整

対策立案

■ 災害情報の収集 ■ 計画立案

資源管理

■ 関係機関からの人的支援 ■ 物資調達・供給 ■ 組織環境の整備

発災

検証・改善



避難道
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香南市防災情報通信・管理システムの機能
① 災害情報の収集：情報の統合（現状認識）

災害時でも、防災拠点施設間で確実につながる通信手段

防災拠点施設香南市災害対策本部 携帯・固定電話網の途絶状況下でも通信可能とする

代替通信手段を確保

誤聞・誤伝を誘発する音声による情報伝達だけでなく、文字や画像（データ主体）によ
る情報伝達

被害規模

大 → 小
？

認識の不一致

正確な情報伝達
被害規模

大 → 大
認識の一致

目標管理型災害対応を実現するために、収集した情報の一元的な集約・管理・分析を行
えるシステム

② 災害情報の分析：将来の状況予測・対策目標の決定・対応方針の決定

GIS上に情報を表示

香南市災害対策本部
緊急度 中
重要度 高

・地理情報システム (GIS) 上で災害事案情報を表示し、

被害規模の俯瞰的把握を可能とする

・情報のトリアージ（重要度・緊急度など）が可能



避難道
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目標管理型災害対応：目標管理型災害図上演習の実施

① 関係者全体で共通の状況認識：COP (Common Operational Picture)

② 目標を明確にした災害対応計画：IAP （ Incident Action Plan）

情報

・〇〇が足りません
・××という予報が
出ています。

現状認識

・現場が
・いま
・どの様な状態に

ある のか？

という

ことは…
このまま
では…

将来の状況予測

・現場が
・いつまでに
・どの様な状態に
なる のか？

将来の状況予測

・現場が
・いつまでに
・どの様な状態に

なる のか？

目標の決定

・現場を
・いつまでに
・どの様な状態に

する のか？

こうなら
ないよう
に…

目標を達
成するた
めに…

対応方針の決定

・目標を
・達成させるために
・何を実施
する のか？



香南市防災情報通信・管理システムの活用
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状況認識の統一：COP (Common Operational Picture)

地図上に様々な組織が持つ情報を
重ね合わせることで、今までにな
い付加価値が生まれる

災害情報

クロノロ

避難所の情報

避難行動要支援者情報

道路啓開情報

平時に情報を登録 発災後の情報を登録 情報の可視化
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災害対策本部に必要な人材＝災害対応の実行案を立てる「チームリーダー」！

 断片情報から災害の全体像を想定できる

 時間軸（災害フェーズ）による事態の予測ができる

 組織内外の協力を引き出す根拠資料を作成できる

このままだと・・

＃＄％
＆！

ふむ・・。
重要なのは、必要物資の
数量を予測する・・

この件は福祉事務所のAさ
んに、あの件は○○会社の
B社長。これは□法人のC
さんが適任だ。

統括部長！福祉避難所に
物資がこれだけ必要です。
要配慮者班長と調整して
ください。

そだね～

組織と個々の災害対応力（知識・能力）の向上
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