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事例05-1-2 【仙台市】マンションに特有な搬送資機材の整備

救出・救護の資機材の整備1

事例05-2-1 【丸森町】災害協力用井戸の整備
その他の資機材の整備2

防災資機材の整備
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07-20
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05-5

05-1
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07-1

07-3

06-1

06-5

06-4

07-19

07-22

07-27

09

10

11

子どもや保護者を巻き込んだ取組の促進3
事例08-3-1 【気仙沼市】総合的な学習の時間を活用した中学生との世代間交流
事例08-3-2 【仙台市】子ども会と連携した防災ワークショップ
事例08-3-3 【栗原市】子どもたちによるまち歩きの実施

住民間のコミュニケーション促進4
事例08-4-1 【東松島市】地区懇談会＋全戸訪問による住民の実態把握
事例08-4-2 【亘理町】「土手の花見」型防災

防災リーダーの育成1
事例09-1-1 【栗原市】宮城県防災指導員が活躍する自主防災活動
事例09-1-2 【仙台市】市町村による地域防災リーダー養成講習の積極的な受講

事例08-4-3 【仙台市】多世代が参画するマンション防災ワークショップ

事例08-3-4 【多賀城市】夏祭りで防災！非常用持ち出し袋コンテスト

人材育成

自主防災組織間の学び合い5
事例08-5-1 【栗原市】他の自主防災組織の活動の見学
事例08-5-2 【登米市】他の自主防災組織の活動の見学
事例08-5-3 【栗原市】他の自主防災組織との交流

地域人材の登用2
事例09-2-1 【栗原市】看護師等、有資格者の調査・登用

市町村、各団体等の補助制度1
事例10-1-1 【白石市】目的に合わせた助成金の活用
事例10-1-2 【栗原市】コミュニティ助成金の申請・活用

活動資金の確保

防災活動計画の取りまとめと活動の発展に向けて1
事例11-1-1 【東松島市】ICSに準拠した災害規模に応じた体制

活動のレベルアップ

独自の収入確保2
事例10-2-1 【岩沼市】資源回収による収入確保、資機材整備等

事例09-2-2 【亘理町】地域人材の育成

08
自助の啓発・取組促進1

住民参加・取組の促進
事例08-1-1 【登米市】住民意識調査の実施
事例08-1-2 【丸森町】手作り防災減災心得の作成・配布

訓練等行事への参加促進2
事例08-2-1 【岩沼市】地区独自の防災訓練において「参加意識」を高める工夫
事例08-2-2 【登米市】防災クイズによる家庭内備蓄の推進
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