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はじめに

この度の令和元年東日本台風による大雨により、被災された方に

おかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

本町では、令和元年１０月１２日の７時１２分に大雨警報が発表さ

れ、降雨量の増加により、１３時１５分に洪水警報が発表されました。

その後も雨は断続的に降り続き、１０月１２日の１日で２５５mm とい

う記録的な豪雨となりました。

この豪雨により、寄木戸地内や吉田地内等においては河川の越水等

により、多数の家屋に浸水被害が発生しました。また、開設した１４

ヶ所の避難所には、２，６３６名の方が避難するなど、大泉町がこれ

までに経験したことのない大規模な災害となりました。

この経験を無駄にすることなく、住民の皆様の安全・安心な暮らし

を確保するという観点から、今後、本報告書の検証を踏まえ、関係機

関と連携を図りながら、近年頻発する大規模な災害による被害を防

止・軽減するため、住民の皆様と協働しながら災害に立ち向かってま

いります。

令和２年４月

大泉町長 村山 俊明
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第１章 令和元年東日本台風の概要

１ 気象の概況

（１）概況

１０月６日に南鳥島近海で発生した令和元年東日本台風は、マリアナ諸島を

西に進みながら、７日には大型で猛烈な台風 となった。小笠原近海を北北西に

進み、１２日には北寄りに進路を変え日本の南を北上した。１２日の１９時前に

大型で強い勢力を保ちながら、伊豆半島に上陸した後、関東地方を通り、１３日

未明に東北地方の東海上に抜けた。

大泉町では１０月１２日明け方から雨が降り始め、昼前からは雨足も強くなり、

台風が最も接近した夜遅くには、１時間に２５ミリを超える激しい雨が降った。

また、２４時間雨量では、２５０ミリを超え、記録的な豪雨となった。

令和元年東日本台風経路図：速報解析

令和元年東日本台風経路図：速報解析 拡大拡

※１ 猛烈な台風：最大風速が毎秒５４メートルを超える台風を形容する表現

※２ 前橋地方気象台作成「令和元年台風第１９号に関する群馬県気象速報」より

※１

※２

※２

2



（２）降雨状況

※群馬県河川課作成「令和元年 洪水記録」より

（３）警報の発表状況

観測所名

日雨量 時間雨量

１０月１１日 １０月１２日 累計 時間最大 起因日時

富士堰 ８ｍｍ ２５５ｍｍ ２６３ｍｍ ２７ｍｍ １２日 ２１時

発表日時

警報名

解除日時

１０月１２日 ７時１２分

大雨警報

１０月１３日 ２時０３分

１０月１２日 １３時１５分

洪水警報

１０月１３日 ２時０３分

１０月１２日 １４時５７分

暴風警報

１０月１３日 ２時０３分
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２ 河川水位の概況

（１）国管理河川

※群馬県河川課作成「令和元年 洪水記録」より

（２）県管理河川

※群馬県河川監視システムより

河川名
観測所名

（所在地）

ピーク 水防団

待機

水位

はん濫

注意

水位

避難

判断

水位

はん濫

危険

水位水位 月日 時刻

利根川
八斗島

（伊勢崎市）
4.11 10月12日 23 時 30 分 0.80 1.90 3.90 4.80

河川名
観測所名

（所在地）

ピーク 通常時

水位
水位 月日 時刻

休泊川
富士堰

（大泉町）
32.80 10 月 12日 21 時 30 分 30.00 未満

水位単位：ｍ

水位単位：Y.P.m
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３ 被害の概況

大泉町内では、休泊川の越水や太田市八瀬川の水が流入したことなどにより、

多くの家屋等に浸水被害が発生した。

（１）人的被害

なし

（２）住家被害

※床上浸水で、り災証明書を発行した世帯は半壊

床下浸水で、り災証明書を発行した世帯は一部破損

※空き家は対象外

（３）事業所被害

合計 寄木戸地区 丘山地区 古海地区 吉田地区

棟 世帯 棟 世帯 棟 世帯 棟 世帯 棟 世帯

半壊 50 102 37 88 1 1 0 0 12 13

床上浸水 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

一部破損 14 15 3 3 1 2 0 0 10 10

床下浸水 50 63 14 16 4 4 8 8 24 35

合計 116 182 54 107 6 7 8 8 48 60

業種 事業所数

製造業 ６

運輸業 ３

飲食サービス業 ２

サービス業 ２

不動産業 １

小売業 １

計 １５

令和２年１月末日現在
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（４）車両被害

町内巡回中に冠水箇所にて走行不能

・大泉町消防団第１分団第２部消防ポンプ自動車

・大泉町消防団員所有トラック

・大泉町役場所有自動車 ２台

※その他の民間車両被害不明

（５）農業被害

・用水路被害

仙石用水路：２箇所

・作物被害

水稲：約３０ｈａ

（６）停電被害

・１０月１２日 １４時３６分～１４時４１分

坂田地内、寄木戸地内、丘山地内、仙石地内 ２，７８３件

・１０月１２日 １４時４１分～１６時２６分

寄木戸地内、丘山地内、仙石地内 ６７７件
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（７）道路の通行止め

No 規制区間 規制開始 規制解除 規制時間

1 東小学校西側カーブ付近～いずみの杜北西交差点
10 月 12 日

16 時 00 分

10 月 12 日

22 時 50 分
6 時間 50 分

2 古氷 210 番地付近交差点～古氷霊園付近
10 月 12 日

16 時 15 分

10 月 12 日

23 時 15 分
7 時間

3 寄木戸 7番地付近～みよし第二幼稚園
10 月 12 日

16 時 30 分

10 月 13 日

13 時 30 分
21 時間

4 大泉高校東踏切～大排水路国道 354 バイパス交差点
10 月 12 日

16 時 45 分

10 月 13 日

12 時 00 分
19時間15分

5 東小泉二丁目 22 番先付近～東小泉二丁目 7番先付近
10 月 12 日

16 時 45 分

10 月 12 日

22 時 50 分
6 時間 5分

6 刀水橋北詰交差点～主管排水路樋管付近
10 月 12 日

18 時 30 分

10 月 12 日

22 時 50 分
4 時間 20 分

7 花見橋西交差点～仙石森ノ前公園南西付近
10 月 12 日

21 時 15 分

10 月 13 日

0 時 45 分
3時間 30 分

8 児島橋西側付近
10 月 12 日

22 時 15 分

10 月 13 日

6 時 00 分
7時間 45 分

9 吉田大橋交差点付近
10 月 12 日

23 時 30 分

10 月 13 日

5 時 45 分
6時間 15 分

10 花見橋西交差点～主管排水路樋管付近
10 月 13 日

0時 45 分

10 月 13 日

9 時 00 分
8時間 15 分

道路破損状況

倒木状況
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（８）河川の氾濫

１０月１２日の豪雨により、吉田地内及び寄木戸地内等において、河川の

越水 等により、浸水被害が発生した。

吉田地内の浸水は、休泊川の水位が上昇したことによる越水と側溝からの水が

休泊川に排水することが出来なくなったことによる内水 が原因と考えられる。

寄木戸地内の浸水は、七ヶ村用水の越水及び太田市古戸町を流れる八瀬川の

越水が原因と考えられている。

寄木戸地内の浸水被害の原因については、群馬県、太田市及び大泉町で構成

される「群馬県内水対策支援調整会議」において、浸水被害検証及び今後の

対応策の検討を行っている。

※１ 越水：川などで水が溢れでること
えっすい

※２ 内水：雨水を河川に排水できないことに起因して雨水が停滞すること
ないすい

※１

※２
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大泉町における浸水範囲
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浸水状況写真

寄木戸地内

吉田地内
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第２章 令和元年東日本台風対応における検証

１ 災害対策本部設置・運営

１０月１２日、７時に災害警戒本部を設置し、同日、１５時２５分に町長は、

総務部長からの報告を受け、災害対策本部を設置した。本部では、河川や用水路、

気象情報、避難所の状況把握をはじめとする情報収集・伝達等を行い、災害関連

情報を一元的に把握した。しかし、情報収集・伝達や町民からの問い合わせ等に

より、混乱した時間帯が発生した。本部への電話は、１０月１２日の１９時～

２０時に７２件であった。また、関係機関や各部局等からの膨大な情報が集中

したが、ホワイトボードに記載し管理したことで、情報共有を図ることができた。

職員参集は、２３８人であり、参集率は、９５．６％であった。

１０月１３日、５時３０分に災害対策本部を解散した。解散後も各部長、安全

安心課、道路公園課などの職員で引き続き、警戒にあたった。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

本部の運営は安全安心課の職員で、

情報収集・伝達や町民からの問い合

わせ等に追われ、混乱した時間帯が

あった。途中からは総務課の職員も

加わり、対応した。

本部の運営は本部開設時から安全

安心課以外の職員も行う。

地域防災計画

風-６４ページ

～

風-７３ページ

安全安心課の職員は、本部運営に専

念していたため、町内巡回を実施す

ることができなかった。

被災後の対応や検証等を行うため

には安全安心課の職員も町内巡回

を実施するべきである。上記のとお

り、安全安心課以外の職員も本部の

運営をすることにより、安全安心課

の職員も町内巡回を実施する。

職員は災害警戒本部及び災害対策

本部の運営、自主避難所の開設及び

運営、河川等の町内巡視、土のうの

配布、各所管が管理する施設の確認

等の業務を行っていたが業務に専

念しており記録写真が少なかった。

今後の災害時の対策、検証を行うた

めに今後は記録写真を撮っていく。
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２ 情報伝達手段

避難情報や気象警報等の情報伝達は安全・安心メール配信（１５回）、防災行政

無線放送（７回）、緊急速報メール配信（３回）、ホームページ掲載、広報車によ

る広報、コミュニティ放送、ＳＮＳの投稿を行った。

外国人へは多文化共生コミュニティーセンターホームページ掲載、文化の通訳

として町に登録されている方へのメール配信、各国のキーパーソンへの連絡、

防災行政無線のポルトガル語放送を行った。

（１）安全・安心メール配信

１０月１２日（土）

７時００分 自主避難所の開設決定

７時１２分 大雨警報発表

１３時１６分 洪水警報発表

１４時３１分 避難所の追加開設

１４時５７分 暴風警報発表

１５時３５分 警戒レベル３発令（利根川）

１６時４６分 警戒レベル４発令（利根川）

１７時００分 氾濫注意（休泊川）

１８時３４分 避難所の追加開設

１９時４５分 避難所の情報

１９時５２分 避難指示（緊急）(休泊川）

２０時０３分 避難指示（緊急）（休泊川）

２０時３４分 避難所の追加開設

１０月１３日（日）

３時０８分 寄木戸南地区の冠水注意情報

６時０２分 避難指示の解除
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（２）防災行政無線放送

１０月１２日（土）

９時３０分 自主避難所の開設

１５時００分 避難所の追加開設

１５時５０分 警戒レベル３発令（利根川）

１６時４９分 警戒レベル４発令（利根川）

１８時００分 町長による避難促進

２０時２０分 避難指示（緊急）(休泊川）

２０時３０分 避難指示（緊急）（休泊川）

（３）緊急速報メール配信

１０月１２日（土）

１７時４８分 警戒レベル４発令（利根川）

１９時５７分 避難指示（緊急）(休泊川）

２０時０７分 避難指示（緊急）（休泊川）

その他、ホームページ掲載、広報車による広報、コミュニティ放送、ＳＮＳの

投稿は随時行った。

13



課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

防災行政無線は暴風雨時は放送が

聞こえづらい。

放送内容を確認できる無料テレホ

ンサービスの更なる周知及び防災

行政無線放送履歴をホームページ

に掲載する。併せて、防災行政無線

と同様な情報を伝達している安

全・安心メールの登録者を増やす。

緊急時は広報車による周知も行う。

また、戸別受信機の整備等を検討す

る。戸別受信機は１基あたりの費用

が高額であるため、調査・研究が必

要である。 地域防災計画

風-５０ページ

～

風-５５ページ

風-１１４ページ

～

風-１１５ページ

総合防災マップ

６ページ

～

７ページ

町長自ら情報発信した防災行政

無線はポルトガル語も含め他の情

報伝達手段では発信していない。

情報発信を行う際は、統一性を

持った情報発信を行うとともに

媒体の特性を踏まえる。

安全安心課の職員が防災行政無線、

安全・安心メール等の情報伝達を

行っていた。

情報伝達を専門的に行う、職員を

配置する。

４６カ国（令和２年２月末日現在）

にもおよぶ外国人への情報伝達は

難しい。

文章に日本語のふりがなをつける

など、わかりやすい発信方法を検討

する。外国人向け災害情報提供

アプリ「Safety tips」の周知を

行う。

※Safety tips とは

観光庁監修のもと開発された、

日本国内における緊急地震速報、

津波警報、噴火情報、気象特別

警報、国民保護情報を通知する

アプリ。
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３ 河川等の水位情報の収集

１０月１２日から１３日にかけ、利根川、休泊川及び用水路を職員の巡視に

より、随時、確認していた。休泊川については、国道３５４に架かる「築比地橋」

から利根川に接続する「利根制水門」までの約４．２ｋｍと定め、この間を６つ

の区間に分けて、職員６名を監視員として配置した。１５時３０分頃に休泊川の

水位の上昇に伴い、監視を強化するとして、富士堰と利根制水門にそれぞれ職員

１名を増員し、１６時４６分には警戒レベル４（避難指示（緊急））の発令に伴い、

新たに６名の職員を追加し、１４名が監視を行った。１９時５０分に富士堰で

最高水位３２．５６ｍを超過したことから、職員の安全確保のため、２０時に

全員を一時帰庁させた。その後は、随時、職員が河川等を巡視した。また、利根

川及び休泊川は水位情報等をインターネット等においても把握するとともに、

利根川を管轄している利根川上流河川事務所、休泊川を管轄している

館林土木事務所からも河川の水位に関する情報の連絡を受けた。七ヶ村用水路の

監視についても、利根川及び休泊川と同様に職員が巡視を行った。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

水位情報をインターネットにお

いても把握したが、アクセスが集

中して、つながりにくい状態とな

っていた。

河川管理者である利根川上流河川

事務所や館林土木事務所へ直接、連

絡し確認をする。

地域防災計画

風-２７ページ

風-５０ページ

～

風-５１ページ

休泊川へ最大１４名の職員が監

視を行ったが、水位上昇に伴い、

職員の安全確保のため、一時帰庁

させた。

水位上昇した河川を長時間におい

て、監視するのは危険を伴うため、

カメラ設置について、河川管理者と

引き続き、連携していく。

※令和元年度群馬県が休泊川の城

之内五丁目地内、吉田地内、古海地

内にカメラ設置済。

地域防災計画

風-２４ページ
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４ 避難情報の伝達

利根川、休泊川及び用水路の水位等の情報収集を職員の巡視による確認、

インターネットやシステムによる把握、利根川上流河川事務所や館林土木事務所

からの情報提供において、把握していた。

利根川については、１４時３５分に利根川上流河川事務所より、利根川が増水

し、２０時頃に避難判断水位（警戒レベル３：避難準備・高齢者等避難開始）

に達する見込みとの連絡を受けた。避難判断水位になってから、警戒レベル３の

「避難準備・高齢者等避難開始」を発令すると、高齢者等は夜間の大雨の中での

避難を行うことになり、危険であることが予想された。

そのため、１５時３５分に安全・安心メール等において、本町では初となる、

警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」を寄木戸、丘山、仙石、古海、

吉田、朝日地内の９，８４２世帯、２１，０１６人に発令した。その後、１６時

に再度、利根川上流河川事務所より、利根川が２４時にはん濫危険水位に達する

との連絡を受けた。そのため、警戒レベル３の発令判断と同様に夜間の大雨の中

での避難を避けるため、１６時４６分に安全・安心メール等において、

警戒レベル４「避難指示（緊急）」を同地内に発令した。

休泊川については、１６時１０分に館林土木事務所より、休泊川が増水し、

３０分後位に富士堰の水位が３１．７０ｍに達する見込みとの連絡を受けた。

富士堰の水位が３１．７０ｍに達すると富士堰から休泊川と新谷田川へ分水

する水門の新谷田川方面の水門を閉鎖することになる。その場合、数時間後には、

休泊川が氾濫する可能性があるため、１７時に氾濫注意を安全・安心メール等に

おいて発令し、速やかな避難を促した。１９時４０分には、休泊川を監視して

いた職員より、富士堰付近で氾濫の恐れがあるとの連絡があり、１９時５２分に

安全・安心メール等において、警戒レベル４「避難指示（緊急）」を発令した。

その後、２０時０５分に館林土木事務所より、富士堰付近で越水した見込みと

の連絡を受けた。
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七ヶ村用水路については、寄木戸地区に警戒レベル４「避難指示（緊急）」を

発令していたが、１０月１３日の未明に七ヶ村用水の越水及び太田市古戸町を

流れる県管理河川の八瀬川の越水等により浸水被害が発生した。

５ 避難行動要配慮者支援

町では、避難行動要支援者名簿を作成し、自主防災組織や民生委員に本名簿を

配布し、避難行動要支援者個別避難計画を自主防災組織と協力して作成している。

今回の令和元年東日本台風において、避難が必要となった地域でも、本名簿が

活用されていない事例が多かった。しかし、自主防災組織の会長や役員等が避難

行動要支援者の安否確認や避難支援を行っている組織もあった。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

休泊川の水位はインターネット・職

員の目視・館林土木事務所からの連

絡により把握しているが、利根川の

ような警戒レベル発令の水位基準

がない。

館林土木事務所と協議を行い、警

戒レベル発令水位基準を検討す

る。

地域防災計画

風-４８ページ

～

風-４９ページ

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

避難行動要支援者名簿や避難行動

要支援者個別避難計画が活用され

ていない。

避難行動要支援者名簿や避難行

動要支援者個別避難計画を災害

時に自主防災組織が活用できる

ように検討する。また、避難方法

についても検討する必要がある。

地域防災計画

風-１４ページ

～

風-１８ページ

風-１２４ページ

～

風-１２７ページ
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６ 避難所開設・運営

１０月１２日、８時から保健福祉総合センターを自主避難所として開設して

から、計１４施設を開設し、２，６３６人の避難者があった。避難所運営職員は、

事務用品、懐中電灯、毛布、メガホン、ラジオなどの物品を持参した。避難所

運営の職員は少数だったため、避難所対応に苦慮した避難所もあった。避難者

からは、「外部からの情報が得られない」「現在の災害状況が知りたい」等の要望

があった。本町では今回のような規模の避難所開設・運営は初めてのことであっ

たため、今後は今回の状況を踏まえると共に外国人等の対応を含めた、避難所運

営マニュアルを策定していく必要がある。

避難所名 開設時刻（１０月１２日） 閉鎖時刻（１０月１３日）

保健福祉総合センター ８時００分 １４時００分

北中学校 １０時００分 ６時４５分

南中学校 １０時００分 ６時３０分

西中学校 １０時００分 ９時００分

西小学校 １０時００分 ６時１５分

北小学校 １４時３０分 ８時００分

北児童館 １４時３０分 ６時３５分

西児童館 １４時３０分 ８時００分

町民体育館 １６時３０分 ６時２０分

町公民館 １６時３０分 ６時３０分

文化むら １６時３０分 ６時５０分

町公民館南別館 １８時３０分 ６時１５分

東児童館 １８時３０分 ６時１５分

いずみの杜 ２０時３０分 ３時１０分

避難所開設・閉鎖日時
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東

小

泉

中

央

城

之

内

北

小

泉

西

小

泉

坂

田

古

氷

寄

木

戸

丘

山

仙

石

古

海

吉

田

日

の

出

住

吉

富

士

之

越

朝

日

他

市

町

村

そ

の

他

不

明

合

計

保健福祉総合センター 5 2 0 0 3 4 1 12 13 95 61 127 0 4 2 1 3 0 333

北中学校 5 11 11 6 34 2 4 9 0 38 45 57 0 0 26 41 2 13 304

南中学校 0 0 0 0 4 5 0 10 9 144 59 155 9 0 10 0 5 84 494

西中学校 0 0 0 0 0 0 4 166 0 7 4 0 0 0 0 0 0 12 193

西小学校 0 0 5 0 0 17 33 165 0 15 9 17 0 0 4 7 12 0 284

北小学校 0 8 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 0 4 3 5 0 0 30

北児童館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 12

西児童館 0 0 0 0 0 17 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

町民体育館 0 0 0 0 0 11 0 9 22 179 22 26 0 0 3 0 0 28 300

町公民館 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 14 18 0 0 5 5 0 0 65

文化むら 0 7 9 0 3 0 0 0 5 23 32 73 0 0 72 220 4 0 448

町公民館南別館 0 0 0 0 4 0 0 0 0 26 4 30 2 1 14 5 3 0 89

東児童館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 17

いずみの杜 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 13 8 0 0 31

合計 11 29 25 7 51 56 43 389 63 542 254 509 11 9 162 309 29 137 2,636

避難所

避難者住所別

単位：人

避難者数
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課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

浸水想定区域外のみの避難所開設も

考慮していたが、浸水想定区域外の

避難所のみでは、避難所の混乱が想定

されたため、2階以上への避難を考慮し

て、浸水想定区域内の自主避難所も開設

した。避難所開設の順番は決まっていな

い。

避難所開設順を検討する。

地域防災計画

風-１２ページ

～

風-１３ページ

風-３１ページ

～

風-３３ページ

風-９１ページ

～

風-９８ページ

避難所開設時に避難所へ持参する物品

が整備されていなかった。

避難所開設時に即座に物品を

持参できるよう、事前に物品を

整備しておく。

避難所では外部からの情報提供が十分

ではなかったので不安であったと

避難者からの声があった。

ラジオの台数を増やすことや

災害対策本部からの情報を避難

所運営職員へ伝え、避難者へ情報

伝達するようにする。

避難所に責任者が不在であった。 避難所に責任者を配置する。

避難所の受入状況の情報発信が

なかった。

ホームページ・SNS 等で避難所の

受入状況の情報を発信していく。

ペット同伴避難の要望があった。

ペットと同じ空間での避難は

動物アレルギーの方もいるため、

ペット同伴避難の在り方に

ついて検討していく。

避難所状況
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７ 職員の対応

町長、副町長、教育長をはじめ、役場職員の勤務状況は職員全体の９５．６％

である２３８人であった。１０月１１日の令和元年東日本台風対策会議により、

初動体制を検討し、必要な職員の参集時間などを決定した。１０月１２日は

各部長と安全安心課、道路公園課などの職員は６時に出勤した。初動体制後の

気象警報と災害状況に応じて、非常参集命令を出した。主な業務については、

災害警戒本部及び災害対策本部の運営、自主避難所の開設及び運営、河川等の

町内巡視、土のうの配布、各所管が管理する施設の確認等である。

また、災害警戒本部運営などの初動体制から従事した安全安心課職員は１０月

１２日の６時から１０月１３日の１７時１５分までの３５時間１５分勤務した。

避難所運営は１０月１３日の明け方に職員の入れ替えを実施した。

１０月１３日から被害のあった住家の消毒を行った。

１０月１４日は浸水被害のあった寄木戸地内、吉田地内、丘山地内の災害廃棄

物の回収に職員７１人が参加した。また、１０月１４日から家屋の被害状況調査

を実施した。

職員は、日頃から非常参集訓練の実施や台風第１５号により被災した千葉県に

おいて、町長と共に瓦等の片付け等のボランティアに参加している。

また、被災地からの支援要請による、り災証明の発行支援も行っている。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

今回の職員体制では、長期的な

災害対応が必要となった時に人員

不足に陥ることが考えられる。

国・県・自衛隊等の関係機関から

の応援職員派遣が想定される

ため、日頃から連携をする必要が

ある。長期的な災害対応を想定し

た職員の参集・対応方法を検討す

る。

地域防災計画

風-７３ページ

～

風-７８ページ
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８ 水防団員（消防団員）の対応

１０月１２日、１０時に災害対策本部から団長に対し、水防団出動の可能性が

高いことを連絡した。１１時に団本部員が大泉消防署に集合し、団本部から

各分団長に対し水防団出動の可能性が高いことの連絡と、各分団の出動可能団員

の確認を行うよう指示した。１３時に利根川八斗島水位観測所の水位が水防団

待機水位に達したことを団長に連絡した。団長は正副分団長以上を消防署に招集

し、各分団の出動可能団員は分団詰所で待機するよう指示した。１５時に各分団

が担当区域の出水危険箇所の巡視を実施。１７時に災害対策本部より、古海地内

主幹排水路付近での排水作業依頼があったため、４車両が現地に向かい排水作業

を行う。また、それ以外の車両は休泊川の警戒を行う。

１９時に災害対策本部より古海地内休泊川利根制水門付近の排水作業依頼が

あったため、２車両が現地に向かい排水作業を行う。古海地内主幹排水路付近

および休泊川利根制水門付近の排水作業は、豪雨のなか長時間に亘って行ったが、

消防ポンプが不調となってきたこと及び状況の改善が見られなかったことから、

２１時に撤収を指示した。

災害対策本部より、２０時頃に休泊川富士堰付近で越水のおそれがあるので、

消防車での広報活動を行うよう依頼があったため、２車両で地域住民に対し

避難を呼びかける広報活動を実施した。

古海地内休泊川利根制水門付近の排水作業を終えた第１分団第２部の車両が、

吉田大橋付近の道路が冠水していたことにより水没し走行不能となった。

また、現地確認に向かった団本部員の車両も水没し走行不能となった。

１０月１３日、３時に災害対策本部より、古戸排水樋管付近の排水作業依頼が

あった。しかし、県道古戸館林線は冠水のため丘山の信号交差点から西が通行止

めとなっており、また古海の休泊川付近の道路も冠水しており、現場に向かうこ

とのできる道路の確認に時間を要した。

３車両が現地に向かい４時より排水作業を開始したが、現場一体は広く冠水
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しており、消防ポンプで、排水作業を行っても状況に改善が見られないことから、

４時４５分に撤収を指示した。

災害対策本部と団長で水防団活動の終了を協議し、５時３０分に全隊撤収する。

水防活動は、１３車両、７０人の団員が活動を行った。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

災害出動前の準備（車両及び

ポンプの燃料確認）が不十分の

ため、燃料切れが発生しそうに

なった。

平時より車両及びポンプの燃料の

残量に注意するとともに、併せて燃

料の確保をしておく必要がある。

地域防災計画

風-４２ページ

風-７０ページ

団員に役場職員が多いため、災害

時に人員不足となる分団が

生じた。

役場職員以外の団員確保を推進

する。

長時間の活動に対応する休憩の

確保、食事や飲み物の調達方法が

不十分だった。

適宜休息を取りながら活動し、

長時間の活動が予想されるときは、

食事や飲み物を事前に用意して

おく。

冠水した道路を走行し、水没した

車両があった。

道路状況の情報収集を行い、走行時

は、冠水箇所を避けて走行するよう

注意する。

水防団（消防団）による排水作業

23



９ 自主防災組織の対応

一部の自主防災組織では、区民への安否確認、高齢者等への避難呼びかけ、

要配慮者への避難誘導を行っていたが多くの自主防災組織では活動が行われなかった。

また、町からも避難指示を発令した地区の自主防災組織の会長へ連絡をしていな

かった。

なお、自主防災組織が災害時にどのように活動したらよいかわからないとの

意見があった。今後は、災害時に自主防災組織が活動できるような、自主防災組織

活動ガイドラインを作成するとともに、総合防災マップ等を活用し、災害時に

役立つ実践的防災訓練を自主防災組織と連携して実施していく。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

災害時の自主防災組織の活動方法

がわからない。

災害時に自主防災組織が活動

できるような「自主防災組織活動ガ

イドライン」を作成する。

地域防災計画

風-４１ページ

～

風-４２ページ

自主防災組織への役場からの情報

伝達が住民と同様に、防災行政無線

や安全・安心メール等であった。

自主防災組織の会長には個別で

情報提供を行う。

自主防災組織の防災意識の向上を

図る必要がある。

引き続き、各自主防災組織の防災

訓練の支援等を行っていく。
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１０ 関係機関等との連携

利根川上流河川事務所及び館林土木事務所については、利根川及び休泊川の

情報提供があり、避難勧告等の判断や決定に大きな役割を果たした。

群馬県危機管理室については、本町の災害対策本部開設や避難所開設等の情報

共有を行った。

陸上自衛隊については、新町駐屯地からリエゾン（連絡員）２人が来庁し、

情報共有を行っていた。

大泉消防署については、１３日未明に寄木戸地区住民からの避難不能との通報

を受け、ゴムボートにより浸水箇所から１６人を救出した。また、密に連携を

とり、情報共有を行った。

大泉警察署については、道路の通行止めや信号機の停電情報等の情報共有を

行った。また、１３日は空き巣被害防止についての連絡を受け、重点パトロール

地域の情報共有を行った。

町内の建設事業者については、町と連携して、町道の規制開始・解除を行った。

町道の規制
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１１ 災害廃棄物の対応

浸水被害が生じた地区では、１０月１３日から被災した家屋より、浸水し使用

できなくなった家財等が、各家の玄関先やごみステーションに出された。

そのため、１０月１４日に町長、副町長をはじめとする役場職員７１人及び

町が依頼した事業者が災害廃棄物を回収し、大泉町外二町清掃センタ－へ運んだ。

１０月１５日には災害廃棄物の回収について、広報車による広報活動を行い、

１６日にはビラを作成し、社会福祉協議会のボランティア派遣のビラとともに、

被災地区に配布した。

１０月１５日から２７日までの１３日間は毎日回収を行った。その後は、災害

廃棄物が減少したことから平日のみの回収とした。

なお、回収された災害廃棄物は７０．５ｔであった。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

役場職員等が災害廃棄物の回収

および大泉町外二町清掃センター

への搬入を行ったが、災害発生

直後に災害廃棄物の回収方法を

決定し周知する必要があった。

災害発生時は災害廃棄物の回収お

よび大泉町外二町清掃センターへ

の搬入方法を災害発生直後に

決定し周知を行う。 地域防災計画

風-１３９ページ

大規模災害時の災害廃棄物

仮置き場が決定していない。

大規模災害時の災害廃棄物

仮置き場の検討を行う。
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１２ 被災者の生活支援

被災者の生活支援については、１１月７日庁議決定し、町独自の緊急支援制度

を創設した。また、被災された方が生活再建を考える上で、どのような公的支援

があるのか広く周知する必要があることから、町の支援施策を被災者の方に

わかりやすいよう分野別に取りまとめた上、１１月１０日・１１日に「被災者

支援説明会」を４会場で７回実施し、内２回は外国籍被災者を対象として実施

した。

緊急支援制度の申請については、被災者が窓口を回らなくてすむように、

１１月１７日から１９日に緊急支援制度をワンストップで申請できる「被災者

支援ワンストップ申請受付」を実施した。

分野 支援制度名

証明 り災証明書の発行

見舞金・貸付金

災害見舞金（町・社会福祉協議会）の支給、家財見舞金の支給、

共同募金会災害支援金の支給、災害見舞品（社会福祉協議会）の支給、

災害援護資金の貸付、生活福祉資金（緊急小口資金）特例の貸付

福祉・医療

福祉タクシー利用券の交付、お風呂の無料開放、

いずみの杜沐浴棟の無料開放、障害福祉サービス等利用者負担金の免除、

介護保険サービス利用者負担の免除、

国民健康保険・後期高齢者医療の一部負担金の免除

税等

町県民税の減免、国民健康保険税の減免、固定資産税の減免、

国民年金第１号被保険者に対する保険料の免除、

後期高齢者医療保険料の減免、第１号被保険者の介護保険料の減免

子育て・教育
保育園・認定こども園の利用者負担額の減免、緊急一時保育利用料の減免、

就学援助制度、学校給食費の減免、児童館（学童保育）使用料の減免

住宅
町営住宅の一時使用、民間賃貸住宅等家賃助成、

住宅の応急修理制度、緊急リフォーム補助事業

相談 保健師による健康相談、弁護士による無料法律相談

緊急支援制度
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（１）被災者支援説明会

（２）被災者支援ワンストップ申請受付

被災者支援ワンストップ申請受付に参加しなかった被災者は１１月１９日以降

に支援制度を所管している窓口にて受付を行った。

期日 参加世帯数

内訳

参加者数

内訳

日本人
世帯数

外国人
世帯数

日本人数 外国人数

１１月１０日 ５２世帯 ３９世帯 １３世帯 ８５人 ６１人 ２４人

１１月１１日 ６０世帯 ６０世帯 － ９６人 ９６人 －

合計 １１２世帯 ９９世帯 １３世帯 １８１人 １５７人 ２４人

期日 参加世帯数 参加者数
内訳 内訳

日本人
世帯数

外国人
世帯数

日本人数 外国人数

１１月１７日 ５１世帯 ３８世帯 １３世帯 ８２人 ６５人 １７人

１１月１８日 １２世帯 １０世帯 ２世帯 １５人 １３人 ２人

１１月１９日 １３世帯 ８世帯 ５世帯 １５人 ９人 ６人

合計 ７６世帯 ５６世帯 ２０世帯 １１２人 ８７人 ２５人

緊急支援制度パンフレット
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１３ 社会福祉協議会の対応

社会福祉協議会においては、１０月１５日午前中に職員が３班（２人一組）に

分かれ、被災地区へ入り一軒一軒声掛けを行い、被害状況の把握とボランティア

ニーズの聞き取り調査を行った。その際、地元民生委員・地区社協役員にも協力

いただき、スムーズに現地調査を行うことができた。

１５日の聞き取り調査の結果、初回に上がってきたニーズは３件であり、通常

のボランティアセンター業務としてボランティアのマッチングを行えると判断し、

災害ボランティアセンターを設置しないこととした。窓口での災害ボランティア

活動登録と既に登録済みの個人・団体ボランティアに対し連絡調整を行い、ニー

ズが上がってきた時点でマッチングし、ボランティア派遣を行うこととした。

１０月１６日にはボランティア派遣についてのビラを作成し、環境整備課の

ごみ回収ビラとともに被災地区に配布した。

ボランティア派遣は、１０月１５日３件、１６日１件、１７日４件、１８日

１件、２０日５件、２１日１件、１１月１日１件の実働日数７日間で計１６件の

派遣を行い、ボランティア派遣人数は延べ７３人であった。

課 題 対 策 ・ 改 善 関 連 性

今回は災害ボランティアセンタ

ーの開設には至らなかったが、

今後は大規模災害時に備え、災害

ボランティアセンター設置・運営

に関する整備が必要である。

災害ボランティアセンター活動

計画や職員行動マニュアルの

整備を行うとともに、被災地へ

職員を派遣し、活動経験を積むこ

とで、緊急時に対応できる人材の

育成に努める。

地域防災計画

風-４３ページ

風-１２０ページ

～

風-１２２ページ
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ボランティア活動

ニーズ把握調査
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第３章 避難に関するアンケート結果

調査の概要

１ 調査の目的

令和元年１０月１２日から１３日にかけて発生した令和元年東日本台風は、

本町においても多数の浸水家屋等が発生するなど大きな被害をもたらした。

本アンケートでは、この令和元年東日本台風の接近時に避難者が避難のきっか

けとなった情報入手先や、避難されてどのように感じたか等の当日の避難行動の

実態を把握し、今後の情報伝達や避難所の運営等にかかる検討の参考資料とする

ことを目的としている。

２ 調査の方法及び回答率

調査の対象者、実施時期、有効回答率などは以下のとおりである。

※避難者の総数は２，６３６人であったが、アンケートの発送は避難所の

受付にて住所を記載した方とし、１世帯につき１件とした。

３ その他

比率はすべて百分率（％）で表し、少数点以下２位を四捨五入して算出した。

このため、合計が１００％に満たない場合や超える場合がある。

また、回答が複数回答となる質問は、１人の回答者が２つ以上の回答をしても

よい質問である。このため、回答数が有効回答数を超える場合がある。

対象者
令和元年東日本台風の接近に伴い避難所へ

避難をされた方

有効発送数

（郵送戻・発送時転出等除く）
８１３件

実施時期 令和元年１２月～令和２年１月

有効回答数 ３４２件

有効回答率 ４２．１％
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0 5 10 15 20 25 30 35

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

0 10 20 30 40 50 60 70

男性

女性

答えたくない

アンケート集計結果

問１ あなたの性別を教えてください。 （○は１つ）

問２ あなたの年代を教えてください。 （○は１つ）

回答数 構成比(％)

男性 ２０９ ６１．１

女性 １３２ ３８．６

答えたくない １ ０．３

計 ３４２ １００．０

回答数 構成比(％)

２０歳代 １２ ３．５

３０歳代 ４３ １２．６

４０歳代 ６３ １８．４

５０歳代 ４９ １４．３

６０歳代 ６５ １９．０

７０歳以上 １１０ ３２．２

計 ３４２ １００．０

性別については、「男性」が６１．１％、「女性」が３８．６％となっている。

％

年代については、「７０歳以上」が３２．２％と最も多く、次いで「６０歳代」が１９．０％、

「４０歳代」が１８．４％などとなっている。

％
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0 5 10 15 20 25

大字上小泉
大字下小泉

大字坂田

大字古氷

大字寄木戸

大字仙石

大字古海
大字吉田

住吉
日の出

丘山
富士一　～　三丁目

西小泉一　～　五丁目

中央一　～　三丁目
朝日一　～　五丁目

東小泉一　～　三丁目
城之内一　～　五丁目

北小泉一　～　四丁目

いずみ一　～　二丁目

坂田一　～　七丁目

仙石一　～　四丁目

問３ あなたのお住まいはどこですか。 （○は１つ）

回答数 構成比(％) 回答数 構成比(％)

大字上小泉 １ ０．３ 富士一～三丁目 ２３ ６．７

大字下小泉 １ ０．３ 西小泉一～五丁目 ３ ０．９

大字坂田 １ ０．３ 中央一～三丁目 ４ １．２

大字古氷 ５ １．５ 朝日一～五丁目 ６４ １８．７

大字寄木戸 ３３ ９．６ 東小泉一～三丁目 ２ ０．６

大字仙石 ３２ ９．４ 城之内一～五丁目 ３ ０．９

大字古海 ３９ １１．４ 北小泉一～四丁目 １ ０．３

大字吉田 ７６ ２２．２ いずみ一～二丁目 ０ ０．０

住吉 ２ ０．６ 坂田一～七丁目 ０ ０．０

日の出 ３ ０．９ 仙石一～四丁目 ４４ １２．９

丘山 ５ １．５ 計 ３４２ １００．０

お住まいの地区については、「大字吉田」が２２．２％と最も多く、次いで「朝日一～五丁目」

が１８．７％、「仙石一～四丁目」が１２．９％などとなっている。

％
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0 10 20 30

防災行政無線

緊急速報メール（ドコモ、ソフトバンク、au）

テレビ

近所や地域の方の呼びかけ

大泉町安全・安心メール

大泉町ホームページ

大泉町Twitter

ラジオ

大泉町Facebook

その他（広報車、親族からの連絡等、無回答含む）

問４ 避難のきっかけになったものは何ですか。 （○はいくつでも）

回答数 構成比（％）

防災行政無線 １５４ ２５．２

緊急速報メール（ドコモ、ソフトバンク、au） １３８ ２２．６

テレビ ８２ １３．４

近所や地域の方の呼びかけ ６９ １１．３

大泉町安全・安心メール ６８ １１．１

大泉町ホームページ １５ ２．５

大泉町 Twitter ６ １．０

ラジオ ４ ０．７

大泉町 Facebook ０ ０．０

その他（広報車、親族からの連絡等、無回答含む） ７４ １２．１

計 ６１０ １００．０

避難のきっかけについては、「防災行政無線」が２５．２％と最も多く、次いで「緊急速報

メール」が２２．６％、「テレビ」が１３．４％などとなっている。

％
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0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

自家用車

徒歩

親族・近所の方等の送迎

その他（通りがかりの車両等）

無回答

問５ 避難所への移動手段は何ですか。 （自由意見）

回答数 構成比（％）

自家用車 ２８２ ８２．５

徒歩 ４０ １１．７

親族・近所の方等の送迎 １４ ４．１

その他（通りがかりの車両等） ３ ０．９

無回答 ３ ０．９

計 ３４２ １００．０

避難所への移動手段については、「自家用車」が８２．５％と最も多く、次いで「徒歩」が

１１．７％などとなっている。

％
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0 10 20 30

食料品

飲料水

毛布、敷物、座布団等

日用品（タオル、ティッシュ、マスク、スリッパ等）

衣類

貴重品（印鑑、通帳、身分証明書等）

懐中電灯

ラジオ

薬、お薬手帳

おむつ、ミルク

おもちゃ、ゲーム機

非常用持出袋

本

特になし

ペット用品

その他（パソコン、電池、位牌等）

無回答

問６ 避難所へは何を持って行きましたか。 （自由意見）

回答数 構成比（％）

食料品 ２４４ ２１．９

飲料水 ２４３ ２１．８

毛布、敷物、座布団等 １８１ １６．２

日用品（タオル、ティッシュ、マスク、スリッパ等） １１７ １０．５

衣類 ９０ ８．１

貴重品（印鑑、通帳、身分証明書等） ５６ ５．０

懐中電灯 ４０ ３．６

ラジオ ３９ ３．５

薬、お薬手帳 ２９ ２．６

おむつ、ミルク １５ １．３

おもちゃ、ゲーム機 １４ １．３

非常用持出袋 １１ １．０

本 ８ ０．７

特になし ５ ０．４

ペット用品 ４ ０．４

その他（パソコン、電池、位牌等） １１ １．０

無回答 ８ ０．７

計 １，１１５ １００．０

避難所への持ち物については、「食料品」が２１．９％と最も多く、次いで「飲料水」が

２１．８％、「毛布、敷物、座布団等」が１６．２％などとなっている。

％
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0 10 20 30

毛布、敷物、座布団等

テレビ

飲料水

パーテーション、段ボール、部屋

日用品（タオル、ティッシュ、マスク、スリッパ等）

ラジオ

特になし

食料品

電化製品（電子レンジ、扇風機、暖房器具等）

情報

ベッド

Wi-Fi

充電器

ペット用品、ペット避難所

おむつ、ミルク

その他（おもちゃ、シャワー、ロッカー等）

無回答

問７ 避難所にあったら良かったと思ったものは何ですか。 （自由意見）

回答数 構成比（％）

毛布、敷物、座布団等 １４６ ２７．７

テレビ ７８ １４．８

飲料水 ５１ ９．７

パーテーション、段ボール、部屋 ３４ ６．４

日用品（タオル、ティッシュ、マスク、スリッパ等） ２８ ５．３

ラジオ ２７ ５．１

特になし ２７ ５．１

食料品 ２３ ４．４

電化製品（電子レンジ、扇風機、暖房器具等） ２２ ４．２

情報 １５ ２．８

ベッド ８ １．５

Wi-Fi ７ １．３

充電器 ６ １．１

ペット用品、ペット避難所 ６ １．１

おむつ、ミルク ３ ０．６

その他（おもちゃ、シャワー、ロッカー等） １３ ２．５

無回答 ３４ ６．４

計 ５２８ １００．０

％

避難所にあったら良かった物については、「毛布、敷物、座布団等」が２７．７％と最も

多く、次いで「テレビ」が１４．８％、「飲料水」が９．７％などとなっている。
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0 10 20

特になし

情報がない

子どもがうるさい

寒い

体調（不安・疲れる）

プライベートがない

トイレが足りない

照明が明るすぎる

食料品・飲料水

雨漏り

ペット

駐車場が足らない、駐車場に誘導員いない

せまい

敷物

定員オーバー

床が固い、振動がする

雨具等の置き場所がない

避難所の過ごし方の心構え

避難所への移動手段

スリッパがない

その他（充電器、避難所担当者がわからない等）

無回答

問８ 避難所で困った点があれば教えてください。 （自由意見）

回答数 構成比（％）

特になし ６６ １６．９

情報がない ５０ １２．８

子どもがうるさい ３７ ９．５

寒い ２２ ５．６

体調（不安、疲れる） １９ ４．９

プライベートがない １２ ３．１

トイレが足りない １２ ３．１

照明が明るすぎる １１ ２．８

食料品、飲料水 １０ ２．６

雨漏り １０ ２．６

ペット １０ ２．６

駐車場が足らない、駐車場に誘導員いない ９ ２．３

せまい ８ ２．０

敷物 ７ １．８

定員オーバー ７ １．８

床が固い、振動がする ５ １．３

雨具等の置き場所がない ４ １．０

避難所の過ごし方の心構え ３ ０．８

避難所への移動手段 ３ ０．８

スリッパがない ３ ０．８

その他（充電器、避難所担当者がわからない等） １９ ４．９

無回答 ６４ １６．４

計 ３９１ １００．０

避難所で困った点については、「特になし」が１６．９％と最も多く、次いで「無回答」が

１６．４％、「情報がない」が１２．８％などとなっている。

％
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0 10 20 30 40 50 60

良い

普通

悪い

特になし

その他
（情報伝達がない、
運営者が不慣れ等）

無回答

0 10 20 30 40 50 60

備蓄あり

備蓄なし

無回答

％

問９ 避難所での運営者側の対応について、どのように感じましたか。（自由意見）

問１０ 普段から、飲料水や食料品の備蓄をしていますか。 （○は１つ）

回答数 構成比(％)

良い １７８ ５２．０

普通 ２３ ６．７

悪い １３ ３．８

特になし ３０ ８．８

その他

（情報伝達がない、

運営者が不慣れ等）

６４ １８．７

無回答 ３４ ９．９

計 ３４２ １００．０

回答数 構成比(％)

備蓄あり ２０３ ５９．４

備蓄なし １２７ ３７．１

無回答 １２ ３．５

計 ３４２ １００．０

％

避難所での運営者側の対応については、「良い」が５２．０％と最も多く、次いで

「その他（情報伝達がない、運営者が不慣れ）」が１８．７％などとなっている。
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0 10 20 30

1日分

1～2日分

2日分

2～3日分

3日分（水のみ1人）

3～4日分（水のみ1人）

4日分

4日～5日分

5日分

6日分

1週間分

10日分

2週間分

1か月分（水のみ1人）

水12リットル

無回答

備蓄をしていると答えた方、備蓄は何日分程度ですか。

回答数 構成比(％)

１日分 ２０ ９．９

１～２日分 ８ ３．９

２日分 ５５ ２７．１

２～３日分 ６ ３．０

３日分（水のみ１人） ５９ ２９．１

３～４日分（水のみ１人） ３ １．５

４日分 ２ １．０

４日～５日分 １ ０．５

５日分 １２ ５．９

６日分 １ ０．５

１週間分 １５ ７．４

１０日分 ６ ３．０

２週間分 １ ０．５

１か月分（水のみ１人） ３ １．５

水１２リットル １ ０．５

無回答 １０ ４．９

計 ２０３ １００．０

飲料水や食料品の備蓄の有無については、「備蓄あり」が５９．４％と最も多く、次いで

「備蓄なし」が３７．１％などとなっている。

備蓄をしていると答えた方で備蓄している日数は、「３日分」が２９．１％と最も多く、

次いで「２日分」が２７．１％などとなっている。

％
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

知っている

知らない

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70

登録済み

未登録

無回答

問１１ 町では、気象警報発令や、不審者、火災などの情報を携帯電話など

へ配信する「大泉町安全・安心メール」を運用しています。

大泉町安全・安心メールのご登録はされていますか。（○は１つ）

問１２ 町では、防災行政無線の放送が聞こえなかった場合に、無料で内容

を確認できるテレホンサービス(0120-313-141)を運用しています。

テレホンサービスを知っていますか。（○は１つ）

回答数 構成比(％)

登録済み ９８ ２８．７

未登録 ２３３ ６８．１

無回答 １１ ３．２

計 ３４２ １００．０

回答数 構成比(％)

知っている ２０ ５．８

知らない ３１３ ９１．５

無回答 ９ ２．６

計 ３４２ １００．０

％

大泉町安全・安心メールの登録の有無については、「未登録」が６８．１％と最も多く、

次いで「登録済み」が２８．７％となっている。

％

防災行政無線のテレホンサービスについては、「知らない」が９１．５％と最も多く、

次いで「知っている」が５．８％となっている。
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0 10 20 30 40 50

日頃からの近所とのコミュニケーション
（会話、付き合い）

訓練の実施

地域がまとまる

役場からの指導、交流の場の提供、情報発信等

地域のイベントへ参加

自助を充実させる

難しい

地域のリーダーシップをとれる人を育成

地域と情報を共有する

その他（信頼をもつ等）

わからない

無回答

問１３ 大規模災害時には、共助（近隣との助け合い）が大切ですが、共助

を根付かせるには、何が必要だと思いますか。 （自由意見）

回答数 構成比（％）

日頃からの近所とのコミュニケーション

（会話、付き合い）
１６５ ４４．８

訓練の実施 ２７ ７．３

地域がまとまる ２７ ７．３

役場からの指導、交流の場の提供、情報発信 １８ ４．９

地域のイベントへ参加 １４ ３．８

自助を充実させる １０ ２．７

難しい ９ ２．４

地域のリーダーシップをとれる人を育成 ６ １．６

地域と情報を共有する ６ １．６

その他（信頼をもつ等） ７ １．９

わからない ７ １．９

無回答 ７２ １９．６

計 ３６８ １００．０

％

共助を根付かせるには、「日頃からの近所とのコミュニケーション（会話、付き合い）」が

４４．８％と最も多く、次いで「無回答」が１９．６％などとなっている。
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第４章 職員からの意見

主な意見（自由記述）

１ 避難所

・全てが臨機応変での対応であったため、現場で懸案事項が出る度に本部に

問合せをしてしまうような状況だった。災害に「事前」は無いと思うが、

避難者への統一的な対応や、本部の電話回線の混雑回避のため、可能な範囲

で、避難所におけるある程度の方針やマニュアルがあれば良いと思った。

・避難所運営者が各避難所の収容状況などを把握できると良かった。

・「学校」が避難所となったが、避難所の運営については「学校職員」の協力が

大変重要であるということを感じた。

・避難所にペットを連れてきた家族の対応がスムーズにできず、戸惑って

しまった。

・予想以上の方が避難されてきたため、職員は受け入れするのに精一杯で、

高齢者や乳幼児連れの家族のための配慮ができなかった。限られた職員での

対応のため、地域での世話役などを含めた避難所運営の訓練が必要と思う。

実際に看護師の方や区長さんが「何かお手伝いします。できることはあります

か。」などと申し入れがあったが、具体的なお願いをすることができなかった。

役割分担などを決めると良いと思った。

２ 職員体制

・各部署の出務者がどこにいるのか全庁的な見える化ができればよいと思った。

現場を抱えていない部署などで待機者が何人いるのかがわかれば、人員の

割り振りがしやすいと思う。

・参集について、災害対応の長期化（翌日の業務等）を見据えて人員の配置、

班編成を行う必要があると感じた。
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３ 物品

・土のうは、早めに配っていたが、必要とする個数の把握をもう少し早めに

するべきと感じた。

・着ていた雨具が破損しており、雨が浸透してしまい着衣までびしょびしょに

濡れてしまった。日頃から雨具等の状態確認も重要と痛感した。

４ 庁舎管理

・燃料を保管するためのタンクを買いそろえておくべきであった。

・台風当日は停電にはならなかったが、停電への備えに不安があった。非常電源

装置が正常に起動するか、燃料の確保は現状で十分かどうか、今後更に備えを

強化していきたい。

５ 防災意識向上

・防災に関して、自身も普段からアンテナを高く張り、情報収集をする必要が

あると感じた。

・課の担当というよりは、足りないところの手伝いに行ったのがほとんどで、

どんなものにも対応できるように知識等を身につけておきたいと感じた。

・今回、入職して初めての災害対応でした。とにかく指示が出た場所でやるべき

ことを必死でやっていたので、色々考える余裕がなかった。今回の災害対応

で大体のやることは把握できたので、次回は自ら進んで考え行動できるように

したい。

・災害対応時のマニュアルが頭に入っていなかったので、指示待ちで動くことに

なってしまい反省。

・情報の共有と、対応ができなかったと反省した。どういったことが想定され、

どのような対応（物品の所在、行動）が必要になるかを日頃から学習して

おくことが必要だと感じた。
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６ その他

・記録写真が撮影できなかった。

・今回の災害は１晩で済んだが、長期化した場合の対応は想像以上に大変な

ことになると痛感した。そういった場合、県や国からの後方支援が入ると

思う。そのシュミレーションができたり経験があると良いと思う。そのため

にも、もし今後本町以外で災害があり、専門職の支援の協力依頼があったら、

ぜひ派遣させて頂きたい。（例：保健師やこころのケアチームとか）必ず役に

立つと思う。

・台風一過の１３日昼の時点で浸水家屋の状況がつかめず、多量の廃棄物の

発生を把握できず、初動が遅くなってしまった。

・緊急速報メール等の多言語化が必要と感じた。
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令和元年 東日本台風
（台風第１９号）

検証報告書

お問い合わせ先

大泉町総務部安全安心課

〒３７０－０５９５

群馬県邑楽郡大泉町日の出５５番１号

ＴＥＬ：０２７６－６３－３１１１

ＦＡＸ：０２７６－６３－３９２１


