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第１章 地域防災計画震災編の概要 

 

第１節 計画の目的及び前提 

１ 計画の目的 

この計画は、「災害対策基本法第 42 条」の規定に基づき、世田谷区防災会議が作成する計画

であって、区及び関係防災機関が、その全機能を有効に発揮して災害予防をはじめ、災害応急

対策及び災害復旧等、一連の災害対策を実施することにより、世田谷区の地域並びに区民の生

命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。 

 

２ 計画の前提 

（１）この計画は、区及び関係防災機関が、区の地域の防災に関して処理する事務または業務の

大綱を集大成する総合的かつ基本的な計画である。 

（２）この計画は、区及び関係防災機関の防災に関する責任を明確にするとともに、各機関の事

務又は業務を有機的に結合する計画である。 

（３）災害対策基本法の改正趣旨等を踏まえて、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現

場における女性や高齢者、子どもなど男女共同参画・多様性の視点を踏まえた防災対策を推

進していく。 

 

第２節 計画の構成 

この計画には、区、防災機関、事業者及び区民が行うべき震災対策を、項目ごとに予防、応急・

復旧の各段階に応じて具体的に記載している。構成と主な内容は、次のとおりである。 

構成 主な内容 

第１部 

総則 

○ 首都直下地震等の被害想定、減災目標 等 

第２部 

施策ごとの具体的計画 

（予防・応急・復旧計画） 

○ 区、防災機関等、区民及び事業者等が行うべき災害対策を、

項目ごとに予防・応急・復旧対策の各段階に応じて記載 

第３部 

災害復興計画 

○ 被災者の生活再建や都市復興を図るための対策等 

第４部 

南海トラフ地震等防災対策 

○ 南海トラフ巨大地震対策方針及び東海地震事前対策 

（警戒宣言等に関する計画） 

第２部については、区及び関係防災機関の予防、応急対策及び復旧、復興対策に関する総合的・

基本的な計画として、下記のとおり構成されている。 

［第２部の構成］ 
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予防対策･･･災害への事前の備えを進める計画 

応急対策･･･災害発生後の各防災機関の行動指針としての計画 

復旧対策･･･被災者の生活安定・回復を進める計画 

 

 

第３節 計画の習熟 

各防災機関は、平素から危機管理の一環として、地震防災対策を推進する必要がある。このた

め、震災に関する施策、事業が本計画に合致しているかを点検し、必要に応じて見直しを行うと

ともに、地震防災に関する調査・研究に努め、所属職員に対する災害時の役割などを踏まえた実

践的な教育・訓練の実施などを通して本計画を習熟し、地震災害への対応能力を高める。 

 

 

第４節 計画の修正 

この計画は、「災害対策基本法」に基づき毎年検討を加え、必要があると認めるときは、防災会

議においてこれを修正する。したがって、各機関は、自己の主管する計画に検討を加える必要が

あり、これを修正する必要があるときは、計画修正案を防災会議に提出してこれを修正するもの

とする。 

 

 

第５節 他の法令に基づく計画との関係 

この計画は、区の地域の災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するものであって、指

定行政機関が作成する「防災業務計画」又は当区を包括する「東京都地域防災計画」等と整合を

図り、作成する。 

また、区では、地域防災計画をはじめとする各種分野別計画等において、国土強靭化の趣旨に

沿った事前防災・減災の対策となる取組みが推進されている。国土強靭化に係る指針性を有した

世田谷区国土強靭化地域計画と整合を図ったうえで、必要に応じて、本計画を見直していくもの

とする。 

計画の全体像については、第１部第４章第３節に掲載しているとおり。 
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第２章 世田谷区の現状と被害想定 

 

第１節 世田谷区の概況 

１ 地勢 

（１）位置と面積 

○ 世田谷区は、東京都区部の西端に位置し、東は目黒区・渋谷区に、北は杉並区・三鷹

市に、西は調布市・狛江市に、そして南は大田区に接し、さらに多摩川を挟んで神奈川

県に対している。 

○ 地形的な位置では、世田谷区は、関東平野の南西部にある武蔵野台地の南東部にあり、

この台地と多摩川沿いの沖積平野にまたがっている。 

○ 面積は、58.05km2 であり、23 区の中で２番目に広い。ほぼ平行四辺形をなしており、

東西約９km、南北約８kmである。 

 

（２）地形 

○ 世田谷区の標高の最低部分は、多摩川の西方の沖積地で約 10m、高い部分は台地面で

35～45mである。低地と台地の間には、多摩川に沿って成城付近から南東に大蔵・瀬田を

通って尾山台に至る高度差約 20mの急な崖がある。 

○ 台地面は、仙川、野川、谷沢川、呑川、九品仏川、蛇崩川、烏山川、北沢川などによっ

て樹枝状に浸食され、丘や谷の起伏ができている。 

○ 世田谷区の台地は、武蔵野台地の一部である。武蔵野台地は、西の青梅市を頂点とし

て、東の東京湾に向かって開けた古多摩川の扇状地であるが、ただ単なる扇状地ではな

い。いくつかの段丘面がみられ、下末吉段丘（淀橋台、荏原台、田園調布台はこの中に

含まれる。）、武蔵野段丘、沖積面などがあって複雑である。通常武蔵野台地という場合

は、上記の諸段丘面をさしている。 

 

（３）地質 

○ 武蔵野段丘の地表面は、関東ローム層であり、数メートルの厚さに覆われ、その下に

武蔵野礫層がある。それより下には東京層、さらにその下に三浦層群があるが、場所に

よって多少の違いがある。等々力渓谷では東京層の露出が見られる。立川段丘も古多摩

川の堆積物からなっている。 

○ 淀橋台、荏原台の地質は武蔵野段丘や立川段丘のものと違い、厚いローム層の下に海

成の砂、泥からなる東京層があることから、海底面が陸地になった部分とみられる。 

○ 低平な沖積地は、多摩川と台地を浸食して流れるいくつかの川の作用でできたもので

土、砂、礫からなっている。 
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〔世田谷区の地層表〕 

地質時代 地層の名称 世田谷区内での地層の厚さ 

第
四
紀 

沖積世 

現在～１万年前 

 

 

洪積世 

１万年前～ 

100万年前 

沖積層 

               

関東ローム層：立川ローム層 

 立川れき層 

関東ローム層 武蔵野ローム層 

武蔵野れき層 

渋谷粘土層 

    上部東京層 

東京れき層 

 下部東京層 

三浦層群 

～15m 

 

～ 4m 

～ 4m 

～ 7m 

2～ 7m 

8m 

～10m 

1～ 3m 

 

40m以上 

第
三
紀 

 

鮮新世 

＊「安心して住めるまちづくりを」平成 15年２月 世田谷区 

  

２ 人口・産業 

（１）人口 

〔人口と世帯 （平成 31年１月１日現在）〕 

 人口 
人口密度 

（1km2あたり） 
世帯 

総数 908,907人 15,658人 479,792世帯 

 世田谷地域 249,833人 20,272人 139,760世帯 

 北沢地域 152,228人 17,595人 88,363世帯 

 玉川地域 224,199人 14,182人 111,816世帯 

 砧地域 162,766人 12,013人 76,816世帯 

 烏山地域 119,881人 15,539人 63,037世帯 

65歳以上人口 183,215人 外国人登録人口 21,379人 

＊「世田谷区統計書」平成 30年度版（2018） 世田谷区 

 

〔昼夜間人口〕（平成 27年国勢調査による 東京都の昼間人口（従業地・通学地による人口）） 

区分 夜間人口 昼間人口 
流入人口 流出人口 

流入超過人口 

（△は流出超過） 

通勤者 通学者 通勤者 通学者 通勤者 通学者 

総数 903,346 856,870 129,451 57,517 203,104 30,341 △73,653 27,176 

男 428,874 398,659 75,417 29,682 119,312 16,002 △43,895 13,680 

女 474,472 458,211 54,034 27,835 83,792 14,339 △29,758 13,496 
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（２）産業・都市施設等 

① 産業 

工業 

（平成 30年工業統計調査） 

工場数 138 

従業者数 2,015人 

商業 

（平成 26年経済センサス基礎調査） 

商店数 7,253 

従業者数 59,223 人 

農業 

（平成 30年度農家基本調査） 

農家戸数 318戸 

農家世帯員数 708人 

経営耕地面積 85.89ha 

 
田 0ha 

畑 85.89ha 

 

② 都市施設等 

ア 道路 （平成 31年４月１日現在） 

道路種別 延長（m） 面積（m2） 

総数 1,186,345 8,251,012 

高速道路 11,946 316,916 

国道 10,128 320,097 

都道 69,968 1,110,910 

区道 1,094,303 6,503,089 

＊令和元年度 世田谷区土木施設現況調書  

イ 河川（平成 31年４月１日現在） 

総延長 １級 ２級 

51,630ｍ 27,920ｍ 23,710ｍ 

＊令和元年度 世田谷区土木施設現況調書 

ウ 公園・身近な広場 （平成 31年４月１日現在） 

 施設数 面積 

区立都市公園 424箇所 1,614,870 m2 

身近な広場 125箇所 133,340m2 

市民緑地 13箇所 16,878 m2 

区内都立公園 ４箇所 921,707m2 

１人当たり面積 2.94 ㎡ 

＊令和元年度 世田谷区土木施設現況調書 

＊用途別建築物数（棟数）一覧〔資料編資料第１・P1〕 

＊橋梁現況〔資料編資料第２・P2〕 

＊世田谷区内の急傾斜地〔資料編資料第３・P2〕 

＊交通施設の現況〔資料編資料第４・P3〕 
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第２節 被害想定 

○ 東京都防災会議は、平成３年に関東大地震の再来を想定した被害想定を、また、平成９年に

阪神・淡路大震災を踏まえた東京における直下地震の被害想定を公表してきた。 

○ その後、同会議は、東京の都市構造の変化や国による首都直下地震の被害想定の公表等を踏

まえ、平成 24年４月 18日に新たな「首都直下地震等による東京の被害想定」を発表した。 

○ このため、本計画は、令和元年７月に決定された「東京都地域防災計画」と整合を図り、「首

都直下地震等による東京の被害想定」を指標とする。 

○ 内閣府に平成 23年８月に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」において、南海

トラフの巨大地震対策で想定すべき最大クラスの地震・津波の検討を進め、平成 24 年３月 31

日に第一次報告の南海トラフ巨大地震の被害推計結果が公表されたが、詳細な被害状況が示さ

れていないため、都は独自の被害想定を行い、平成 25年５月「南海トラフ巨大地震等による東

京の被害想定」を公表した。 

○ 「南海トラフ巨大地震等による東京の被害想定」及び「首都直下地震等による東京の被害想

定」の世田谷区に関する被害のデータを比較すると、全てにおいて「首都直下地震等による東

京の被害想定」での結果の方が大きくなる。 

＜南海トラフ巨大地震における被害想定（世田谷区）＞ 

震度：５強 

津波被害：なし 

 

＊気象庁震度階級関連解説表〔資料編資料第５・P4〕 

＊首都直下地震による東京の被害想定〔資料編資料第６・P6〕 

＊南海トラフ巨大地震による東京の被害想定〔資料編資料第７・P8〕 

＊首都直下地震の震度分布図〔資料編資料第８・P10〕 
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第１ 前提条件 

１ 考慮する想定地震 

項目 内容 

種類 東京湾北部地震 

多摩直下地震 

（プレート境界多摩地

震） 

元禄型関東地震 立川断層帯地震 

震源 東京湾北部 東京都多摩地域 神奈川県西部 東京都多摩地域 

規模 マグニチュード（以下「M」という。）7.3 M8.2 M7.4 

震源の深さ 約 20kmから 35km 約 0km～30km 約２km～20km 

 

２ 気象条件等 

季節・時刻・風速 想定される被害 

冬の朝５時  

 

風速 ４ｍ／秒 

   ８ｍ／秒 

○ 兵庫県南部地震と同じ発生時間 

○ 多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による圧

死者が発生する危険性が高い。 

○ オフィスや繁華街の屋内外滞留者や、鉄道・道路利用者は少な

い。 

冬の昼 12時 

 

風速 ４ｍ／秒 

８ｍ／秒  

○ オフィス、繁華街、映画館、テーマパーク等に多数の滞留者が

集中しており、店舗等の倒壊、落下物等による被害拡大の危険性

が高い。 

○ 住宅内滞留者数は、１日の中では最も少なく、老朽木造家屋の

倒壊による死者数は朝５時と比較して少ない。 

冬の夕方 18時 

 

風速 ４ｍ／秒 

８ｍ／秒 

○ 火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因

とする出火数が最も多くなるケース 

○ オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食のため

多数の人が滞留 

○ ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 

○ 鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能

支障による影響拡大の危険性が高い。 
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第２ 想定結果の概要 

〔被害想定の概要（世田谷区）〕 

想定される地震による被害として、東京湾北部震源直下地震、元禄型関東地震（関東大震災

の再来を想定した海溝型地震）、多摩直下地震、立川断層帯を想定した地震による被害想定があ

る。このうち、相対的に区への影響が最も大きい「東京湾北部を震源とする直下地震」による

被害想定を世田谷区における被害想定の前提として位置づける。 

東京湾北部を震源とする直下地震の被害想定では、発災の想定時刻により被害が異なるが、

「冬の夕方 18時、風速８ｍ／秒」を基本にして、対応を考慮していくこととする。 

 

１ 傾向 

○ 都では、最大震度７の地域が出るとともに、震度６強の地域が広範囲に発生する。世田

谷区では、震度６強の地域が広範囲に発生し、区北部の一部で震度６弱となる。 

○ 建物被害（全半壊、焼失）は、震度６強のエリアと木造住宅密集地域を中心に発生する。 

○ 死亡は揺れ及び火災を原因とするものが多く、負傷は建物倒壊及び火災を原因とするも

のが多い。 

○ 道路や鉄道の橋梁などの被害は、震度６強以上のエリア内で発生する。ほとんどの鉄道

は一時運行停止し、また、緊急輸送道路の渋滞も発生する。 

○ ライフラインの被害は、区部東部に被害が多く、世田谷区では、区部東部と比較して被

害が少ない。 

○ 避難者は、１日後にピークを迎える。 

○ 鉄道等の運行停止により、大量の帰宅困難者が発生するとともに、ターミナル駅に乗客

等が集中し、混乱する。 

○ エレベーターの閉じ込めが発生する。 

 

２ 地震動（地震のゆれ） 

想定地震 
震度別面積率 

５弱以下 ５強 ６弱 ６強 ７ 

東京湾北部地震 
M7.3 

0.0% 0.0% 33.2% 66.8% 0.0% 

多摩直下地震 0.0% 0.0% 78.4% 21.6% 0.0% 

元禄型関東地震 M8.2 0.0% 0.0% 65.3% 34.7% 0.0% 

立川断層帯地震 M7.4 6.0% 84.5% 9.5% 0.0% 0.0% 

 

３ 橋梁・橋脚被害（カッコ内は大被害）（都全体） 

想定地震 高速道路 一般国道 都道 区市町村道 鉄道 

東京湾北部地震 

M7.3 

10.2% 

（0.0%） 
9.1% 3.0% 0.7% 1.9% 

多摩直下地震 
3.2% 

（0.0%） 
4.1% 1.4% 0.5% 0.8% 

元禄型関東地震 M8.2 
5.1% 

（0.0%） 
6.2% 1.8% 0.6% 1.0% 

立川断層帯地震 M7.4 
1.3% 

（0.0%） 
2.7% 0.7% 0.4% 0.3% 
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【東京湾北部地震 M7.3】（世田谷区想定） 

 

８ｍ／秒
単

位
８ｍ／秒

単

位
８ｍ／秒

単

位

440 人 277 人 655 人

ゆれによる建物全壊 362 人 186 人 215 人

急傾斜地崩壊による建物全壊 4 人 3 人 3 人

地震火災 47 人 61 人 411 人

ブロック塀 26 人 26 人 26 人

屋外落下物 1 人 1 人 1 人

屋内収容物（参考値） 24 人 14 人 14 人

8,425 人 5,570 人 7,449 人

（うち重傷者） (1,181) 人 (886) 人 (1,366) 人

ゆれによる建物全壊 7,300 人 4,365 人 4,637 人

急傾斜地崩壊による建物全壊 6 人 4 人 4 人

地震火災 168 人 250 人 1,857 人

ブロック塀 899 人 899 人 899 人

屋外落下物 52 人 52 人 52 人

屋内収容物（参考値） 504 人 328 人 321 人

7,789 棟 9,172 棟 27,801 棟

ゆれ・液状化・急傾斜地崩壊による建物全壊 6,074 棟 6,074 棟 6,074 棟

地震火災による焼失（倒壊建物を含まない） 1,715 棟 3,098 棟 21,727 棟

停電率 9.2 ％ 9.9 ％ 19.4 ％

固定電話不通率 1.3 ％ 2.1 ％ 12.7 ％

上水道断水率

下水道管きょ被害率

1.2 ％

100.0 ％

153,833 人 159,956 人 242,390 人

99,992 人 103,972 人 157,553 人

- 人 601,311 人 601,311 人

- 人 168,047 人 168,047 人

225 台 229 台 269 台

192 人 173 人 406 人

2,925 人 1,733 人 1,850 人

210 万ｔ 213 万ｔ 257 万ｔ

66.8 ％

0.0 ％

ブロック内全域1/3でSI値が60kine超のケース

ブロック内全域でSI値が60kine超のケース

24.7 ％

30.8 ％

0.0 ％

0.0 ％

33.2 ％

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

被

害

物

的

被

害

建物被害

低圧ガス供給支障率

そ

の

他

避難人口

滞留者数

徒歩帰宅困難者数

避難行動要支援者死者

震災廃棄物

自力脱出困難者

閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数

避難生活者数

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱以下

震

度

別

面

積

率

震度７

人

的

被

害

死者

負傷者

冬の夕方18時冬の昼12時冬の朝５時

東京湾北部地震　M7.3

条

件

想定地震

風速

時期及び時刻
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【参考】国が示した被害想定（平成 25 年 12月） 

「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（平成 25年 12 月、中央防災会議首都直

下地震対策検討ワーキンググループ）から都区部を抜粋 

 

 

 

単

位

単

位

単

位

約 9,200 人 約 3,500 人 約 8,000 人

～約 12,000 人 ～約 4,100 人 ～約 11,000 人

建物倒壊等 約 6,300 人 約 2,700 人 約 3,700 人

（うち屋内収容物移動・転倒、屋内落下物） 約 500 人 約 300 人 約 300 人

急傾斜地崩壊による建物全壊 約 20 人 約 10 人 約 10 人

約 2,900 人 約 700 人 約 4,000 人

～約 5,300 人 ～約 1,300 人 ～約 7,400 人

ブロック塀・自動販売機の転倒、屋外落下物 約 10 人 約 100 人 約 300 人

約 173,000 棟 約 162,000 棟 約 299,000 棟

揺れによる全壊 約 97,000 棟 約 97,000 棟 約 97,000 棟

液状化による全壊 約 6,800 棟 約 6,800 棟 約 6,800 棟

急傾斜地崩壊による全壊 約 200 棟 約 200 棟 約 200 棟

地震火災による焼失 約 68,000 棟 約 58,000 棟 約 195,000 棟

１日後 1,500,000 人

　　　（うち避難所） 910,000 人

　　　（うち避難所外） 600,000 人

２週間後 3,300,000 人

　　　（うち避難所） 1,300,000 人

　　　（うち避難所外） 2,000,000 人

１ヶ月後 1,800,000 人

　　　（うち避難所） 540,000 人

　　　（うち避難所外） 1,300,000 人

都心南部直下地震　Mw7.3

８ｍ／秒８ｍ／秒８ｍ／秒

地震火災

冬夕夏昼冬深夜

物
的
被
害

建物被害

そ
の
他

避難者

条
件

想定地震

風速

人
的
被
害

死者

発災季節・時間帯
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第３章 地震に関する調査研究 

 

第１節 活動の方針 

震災対策は、現状の分析と将来の予測があらゆる面で重要な役割を果たす。区は、国、都とと

もに、現代科学と技術を活用した各種の調査研究活動を実施する。 

 

第２節 調査研究の項目 

１ 各機関による調査研究の推進 

災害を防止し軽減するためには、発災後に迅速かつ的確な応急対策活動を展開していくこと

が重要である。このため、世田谷区は、地震から発生する災害の特性、地域性を考慮して、平

常時から災害時における適切な応急対策活動のあり方についての調査研究を、積極的に推進し

ていくものとする。 

 

２ 各調査研究 

（１）被害想定 

「第１部第２章 世田谷区の現状と被害想定」を参照する。 

 

（２）都の調査研究 

都は、次の調査研究を行っている。 

① 被害想定・地域危険度調査研究 

ア 被害想定調査研究（東京都防災会議） 

イ 地域危険度測定調査 

② 震災対策調査研究 

ア 火災等に関する調査研究（東京消防庁・消防署） 

イ 地盤の液状化及び被害状況の把握に関する調査研究（東京都土木技術支援・人材育成

センター） 

ウ 港湾施設の耐震性等に関する調査研究 

エ 強震計等の観測による重要構造物等の地震動の調査研究 

オ 地震に関する情報の収集・分析 

カ 地下構造調査 

キ 長周期地震動に関する調査 

 

【地域危険度測定調査について】 

○ 都は、東京都震災対策条例（平成 12 年東京都条例第 202 号）第 12 条第１項に基づき、

次の用途に資するため概ね５年ごとに調査を実施しており、2018 年（平成 30年）2月に第

8回の結果が公表された。 

•  地震に強い防災都市づくりの指標とする。 
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•  震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。 

•  地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。 

○ 本調査は、市街化区域を対象として、地震に対する危険性の度合い（被害の受けやすさ）

を町丁目ごとに５段階のランクで相対評価したものである。 

○ 世田谷区については、「建物倒壊危険度」、「火災危険度」、「総合危険度」ともに、全体的

に危険度は低くランクされている。 

＊地震に関する地域危険度調査（建物倒壊危険度ランク図）〔資料編資料第９・P11〕 

＊地震に関する地域危険度調査（火災危険度ランク図）〔資料編資料第 10・P12〕 

＊地震に関する地域危険度調査（総合危険度ランク図）〔資料編資料第 11・P13〕 

＊地震に関する地域危険度調査（地域危険度マップ・世田谷区版）〔資料編資料第 12・P14〕 
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第４章 計画の概要等 

 

第１節 計画修正の背景 

○ 国・都等の対応 

•  国は、平成 24年６月、東日本大震災を踏まえた法制上の課題のうち、国等が自らの判

断で物資等を供給することで、救援物資等を被災地に確実に供給する仕組みを創設する

など、緊急を要するものについて対応するため、災害対策基本法を改正した。 

•  その際、引き続き検討すべきとされた諸課題について、中央防災会議「防災対策推進

検討会議」の最終報告（平成 24年７月）も踏まえ、高齢者、障害者等の災害時の避難に

特に配慮を要する者について名簿を作成する際、必要な個人情報を利用できるようにす

るなど、平成 25年６月、さらなる改正を実施した。 

•  国は、平成 28年熊本地震等の教訓を踏まえ、地方自治体の受援業務及び体制の整備に

向けて、平成 29年３月に「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」

を策定した。 

•  国は、救助実施市区町村による救助や都道府県による連絡調整の実施を定めた、災害

救助法の改正をはじめとした災害関連法令等の改正に伴い、平成 30年６月に「防災基本

計画」を修正した。 

•  都は、平成 30年 1月に「東京都災害時受援応援計画」を策定し、全国の自治体や関係

機関等からの応援の円滑な受け入れ、区市町村と連携した早期の被災地支援に繋げてい

くための手順や具体的ルールを示した。 

•  また、都では、平成 28年熊本地震等、前回修正以降発生した地震災害の教訓や、女性

視点の防災対策の推進、増加する訪都外国人への対応、防災まちづくりやＩＣＴ等新技

術の進展など、震災対策を取り巻く最新動向を踏まえた取組みを反映し、震災対策の実

効性を更に向上させる観点から、令和元年７月に「東京都地域防災計画（震災編）」にお

ける所要の修正を行った。 

 

○ 世田谷区の対応 

•  区は、昭和 39年に策定して以来、国及び都等の関係計画・法令等、震災及び風水害等

の教訓を踏まえて、適時修正を行っており、直近では、平成 29 年度に修正を行っている

が、災害対策関連法令の改正や新規制定、国や都などの上位計画の修正、平成 28年熊本

地震や平成 30年の大阪府北部地震、北海道胆振東部地震の発生など、前回の計画修正以

降、本区の災害対策を取り巻く社会情勢等は変化している。 

•  このような状況を踏まえ、最新の関連法令や上位計画に対応するとともに、近年の社

会情勢等を踏まえた現行の区計画の課題を明らかにし、関係機関及び区民からの意見を

取り入れることにより、現実的で実効性の高い対応策を組み立てることを目的として修

正に取り組む。 
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第２節 重点項目 

令和３年修正においては、以下のとおり、主な修正の視点を定め、修正に取り組んだ。 

 

１ 区の受援・応援体制の充実強化 

○ 庁内、都・区間、区・協定締結団体間等の受援・応援に係る調整体制を強化する。 

○ ボランティア、ＮＰＯと区との連絡調整体制等を強化する。 

※具体的な取組みは、震災編 第２部第２章第５節第２「応急対策」５「ボランティアとの

連携」及び第５章第５節第２「応急対策」３「応援協力・派遣要請」を参照 

 

２ 災害対策本部機能の強化 

○ 災害時には区の災害対策の中枢機能を果たす新たな本庁舎の整備に際し、耐震安全性や

電力、通信、給排水などの庁舎維持機能、浸水対策、火山灰対策など、区民の生命や財産

を守るための機能が十分に発揮されるよう災害対策本部としての強化を図る。 

○ 災害時の情報収集・分析及び災害対策本部内での情報共有を迅速かつ効果的なものに

し、対応方針等の意思決定を適切に行うことを目的とした防災情報システムを導入する。 

※具体的な取組みは、震災編 第２部第５章第５節第１「予防対策」１「初動対応体制の

整備」を参照 

 

３ 自助の推進 

  ○ 地震災害による被害を軽減し、拡大を防止するためには、区民一人ひとりの予防の取組

みが大切であることから、不燃化促進助成制度や耐震化支援制度等の周知を進め、建物の

安全性の更なる向上を図る。 

  ○ 過酷となる避難所生活を回避するため、自宅における家具の転倒防止、携帯用充電バッ

テリーの準備や７日分の備蓄等による在宅避難を推奨するとともに、在宅避難が困難な場

合の縁故避難の考え方も啓発していく。 

※具体的な取組みは、震災編 第２部第２章第３節１「自助による区民の防災力の向上」及

び第５節第１「予防対策」１「自助による区民の防災力向上」を参照 

 

４ 多様性に配慮した女性の視点 

○ 高齢者や障害者、乳幼児などの要配慮者や女性への配慮の必要性、重要性について、地

域への普及・啓発を進める。 

  ○ 多様性に配慮した女性の視点からの防災を地域において実践し、啓発を行う女性防災コ

ーディネーターの育成を進める。 

※具体的な取組みは、震災編 第２部第２章第５節第１「予防対策」７「多様性に配慮した

女性の視点の反映」を参照 
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５ 新型コロナ等感染症対策 

○ 新型コロナウイルス等感染症拡大期に災害が発生した場合について、感染予防のために避難所で

の感染症拡大防止対策、受援応援およびボランティア活動における感染症拡大防止対策の強化を図

る。 

※具体的な取組みは、震災編 第２部第２章第５節第２「応急対策」５「ボランティアとの

連携」、震災編 第２部第５章第５節第２「応急対策」３「応援協力・派遣要請」、震災編 

第２部第９章第５節第１「予防対策」３「避難所等の管理運営体制の整備等」および第５節

第２「応急対策」２「避難所の開設・管理運営」を参照 

 

 

第３節 計画の全体像 

○ 本計画の全体像は、次ページのとおりである。 

○ 第２部での個別施策に関しては、地震前の行動「予防対策」、地震直後の行動「応急対策」、

地震後の行動「復旧対策」の３つのスキームに分けて記載した。 

○ なお、第４部については、南海トラフ巨大地震等への対策、東海地震の警戒宣言時等に

関する事前対策を定めている。 
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【個別施策と各フェーズの体系整理図】

 

第1章 区等の基本的責務と役割

地震前の行動（予防対策）

第2章 区民と地域の防災力向上

第4章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策）

第2部 施策ごとの具体的計画（予防・応急・復旧計画）

基本理念及び基本的責務

区及び防災機関の役割

自助による区民の防災力向上

地域による共助の推進

消防団の活動体制の充実

ボランティアとの連携

自助による応急対策の実施

地域による応急対策の実施

消防団による応急対策の実施

事業所による応急対策の実施

ボランティアとの連携

安全に暮らせる都市づくり

建築物の耐震化及び安全対策の促進

出火、延焼等の防止

河川施設等の応急対策による二次災
害

社会公共施設等の応急対策

公共の安全確保、施設の本来機能
の回復

消火・救助・救急活動

緊急輸送ネットワーク 河川施設等 河川及び内水排除施設等

第5章 応急対応力、広域連携体制の強化

初動対応体制の整備

業務継続体制の確保

初動態勢

消火・救助・救急活動

応援協力・派遣要請

第6章 情報通信の確保

防災機関相互の情報通信連絡体制の

住民等への情報提供体制の整備

住民相互の情報連絡等の促進支援

第1部 総則

■地域防災計画震災編の概要

■世田谷区の現状と被害想定

■地震に関する調査研究
■計画の概要等■被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標）

事業所等による自助・共助の強化

区民・行政・事業所等の連携

液状化、長周期地震動への対策の
強化

危険物等の応急措置による危険防止

水道

下水道

電気・ガス・通信等

ライフラインの復旧拠点の確保

道路・橋りょう

鉄道施設

広域連携体制の構築

広域活動拠点の整備

消火・救助・救急活動体制の整備

応急活動拠点の調整

防災機関相互の情報通信連絡体制の
確保（第一報）

防災機関相互の情報通信連絡体制の
確立（被害状況等）

広報体制

広聴体制

住民相互の情報連絡等の促進支援

多様性に配慮した女性の視点の反映

第3章 安全な都市づくりの実現

エネルギーの確保

他自治体への応援
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第12章 区民の生活の早期再建

第7章 医療救護等対策

初動医療体制等の整備

医薬品・医療資器材の確保

遺体の取扱い

初動医療体制 防疫体制の確立

行方不明者の捜索、遺体の検視・検
案・身元確認等

火葬医薬品・医療資器材の供給

第8章 帰宅困難者対策

帰宅困難者対策条例の周知徹底

一時滞在施設の確保

駅等の混乱防止策 徒歩帰宅者の代替輸送

徒歩帰宅支援のための体制整備

徒歩帰宅者の支援

第9章 避難者対策

避難体制の整備

避難所・避難場所等の指定・安全化

避難所等の管理運営体制の整備等

避難誘導

避難所の開設・管理運営

第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進

食料及び生活必需品等の確保

飲料水及び生活用水の確保

備蓄物資の供給 多様なニーズへの対応

飲料水の供給

物資の調達要請

第11章 放射性物質対策

情報伝達体制の整備

区民への情報提供等

放射線等使用施設の安全化

情報連絡体制 保健医療活動

区民への情報提供等

放射線等使用施設等の応急措置

放射性物質への対応

風評被害への対応

生活再建のための事前準備

被災宅地の危険度判定

家屋被害状況調査等 一時提供住宅の供給

被災建築物の応急危険度判定

帰宅困難者への情報通信体制整 事業所等における帰宅困難者対策

動物救護

ボランティアの受け入れ

被災者の他地区への移送

輸送体制の整備

輸送車両等の確保

燃料の確保

区防災倉庫 及び地域内輸送拠点の整

国・他道府県等からの支援物資の受
入れ・配分

義援物資の取扱い

輸送車両の確保

ヘリコプター等の確保

燃料

炊き出し

水の安全確保

生活用水の確保

物資の輸送

核燃料物質輸送車両等の応急対策

がれき処理

災害救助法等

罹災証明書の交付準備

義援金の募集・受付

トイレの確保及びし尿の収集・運搬

激甚災害の指定

被災住宅の応急修理

応急仮設住宅の供給

公的住宅等の応急修理

建設資材等の調達

被災者の生活相談等の支援

義援金の募集・受付・配分

被災者の生活再建資金援助等

職業のあっせん

租税等の徴収猶予及び減免等

その他の生活確保

中小企業への融資

農林漁業関係者への融資

応急金融対策

がれき処理の実施

災害救助法の運用等

災害用 トイレの確保及びし尿の収
集・運搬

教育・保育対策

ごみ処理

災害救助法等の適用

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 地震後の行動（復旧対策）

車中泊

車中泊

罹災証明書の交付
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第3部 災害復興計画

■復興の基本的考え方

■復興本部
■災害復興計画の策定
■災害復興計画

第4部 南海トラフ地震等防災対策

■対策の方針

■南海トラフ地震等防災対策

■東海地震事前対策
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第４節 施策相互の連携相関イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

物流・備蓄 

対策 

発 

災 

直 

後 

 

危機管理体制の構築（初動態勢、広域連携等） 

情報通信の確保（防災行政無線、専用電話、衛星携帯電話等） 

道路ネットワークの確保（交通規制、道路啓開） 

24ｈ 

（各機

関） 

救出救助 

消火活動 

 

医療 

救護 

活動 

発災直後から応急復旧に至るまで、全ての対策のベースとなる活動 

備蓄物資

の供給 

避難対策 

 

被災者に 

配慮した

運営（在宅

避難者対

策を含む） 

 

円滑なﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ活動

の支援 
72ｈ 

生活再建 

り災証明 

義援金 

応急仮設 

住宅等 

ライフ 

ライン 

の確保 

連
携 

連携 

派遣 

被害状況 

の確認 

応急復旧 

非常用電

源確保 

燃料の 

安定供給 

 

支援物資の

調達・ 

輸送・供給 

帰宅困難者等 

対策 

一斉帰宅 

の抑制 

帰宅困難者

へ情報提供 

一時滞在 

施設の確保 

帰宅支援 

発災後、４日目以降に重点的に行う活動 

発災直後から７２時間以内において特に重要な活動 

自助・共助 

救助活動 

初期消火 

避難支援（要

援護者等） 
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第２部各章の施策は、密接に関連しており、特に発災後は、各施策を実施する主体が相互に連

携を図りながら、応急対応を実施することが求められる。 

本節では、各施策の関係について、①発災直後から応急・復旧に至るまで、全ての対策のベー

スとなる活動、②発災直後からの 72時間以内において特に重要な活動、③発災後、４日目以降に

重点的に行う活動の３つに分類し、それぞれの相関のイメージを示した。 

 

１ 発災直後から応急・復旧に至るまで、全ての対策のベースとなる活動（危機管理体制、情報

通信、道路ネットワーク） 

○ 発災後のあらゆるフェーズにおいて的確な応急活動を展開する上で、初動態勢の確保や

各機関との広域連携など、危機管理体制を構築することが不可欠である。 

○ また、関係機関が連携して対応するためには、各機関が被害状況、応急対応状況の情報

を共有できるよう、防災行政無線等の情報通信を確保する必要がある。 

○ さらに、救出救助活動や消火活動、物資の供給などは、主に車両を使って実施すること

から、機動的に活動を展開するためには、交通規制や道路啓開などにより、ネットワーク

を確保することが重要である。 

 

２ 発災直後から 72 時間以内において特に重要な活動（救出救助、消火、医療救護、避難、物流・

備蓄、帰宅困難者対策、ライフライン） 

○ 救出救助活動や消火活動については、自衛隊、警察、消防などの防災機関による活動と、

近隣住民同士の共助による活動が連携を図ることで大きな効果を発揮する。 

○ また、こうした救助活動等によって助けられた被災者に対し、医療機関等において適切

な医療を提供することで、一人でも多くの命を救うことができる。 

○ 避難所や在宅避難者に対し、生活を支えるために必要な物資を供給するとともに、ボラ

ンティアによる支援を円滑に受け入れる必要がある。ボランティアは、受け入れ体制の確

立、ボランティア協会・社会福祉協議会・NPO及び区の連携体制の確立、各人材の時系列行

動目標と人材確保の取組み表の検討により、迅速な応急・復旧活動を行うことが重要であ

る。 

○ 帰宅困難者の一斉帰宅の抑制は、迅速な救出救助活動の展開のためにも不可欠であり、

一時滞在のための物資の供給は、帰宅困難者に対しても、円滑に行われなければならない。 

○ また、こうした活動のための非常用電源等によるライフラインの確保や、そのための燃

料の安定供給も重要な取組みである。 

 

３ 発災後、４日目以降に重点的に行う活動（生活再建、帰宅支援） 

○ 発災後４日目以降については、帰宅困難者の円滑な帰宅に向けての帰宅支援を進めると

ともに、被災者の早期の生活再建に向け、義援金の支給や応急仮設住宅への早期の入居を

実現していかなければならい。 

 

 



第５章 被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標） 
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第５章 被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標） 

 

○ 国は、「首都直下地震の地震防災戦略」（平成 18年４月中央防災会議）において、首都直

下地震の被害を受ける可能性がある地方公共団体に対して減災目標の設定を求めた。 

○ 都は、「東京都地域防災計画（令和元年修正）」（令和元７月東京都防災会議）において都

の減災目標を以下の通り定めた。 

・ 死者を約６，０００人減少させる。（約６割） 

・ 避難者を約１５０万人減少させる。（約４割） 

・ 建築物の全壊棟数を約２０万棟減少させる。（約６割） 

○ 区は、都と整合を図るため「世田谷区地域防災計画」における減災目標を、第１部第２

章第２節の被害想定をもとに定めることとする。 

○ また、平成２８年熊本地震等でも問題となっている「災害関連死」についても、「世田谷

区地域防災計画」における減災目標として定めることとする。 

○ 減災目標を関係機関で共有し、目標達成に向けて対策の推進を図る。 

目標 死者、避難者、建築物被害の減 

１ 死者数の減 
（１）「M7.3・夕 18 時・風速８m/秒」のケースで、住宅倒壊や家具類

の転倒等を原因とする死者数を６割減少させる。 

 

（２）避難生活に伴う心身へのストレス等を原因とする関連死者数ゼ

ロを目指す。 

 

２ 住宅の倒壊や火災による避難者の減 
「M7.3・夕方 18時」のケースで、住宅の倒壊や火災による避難者

を４割減少させる。 

 

３ 揺れや火災による建築物の全壊棟数の減 
「M7.3・夕方 18時」のケースで、揺れや火災による建築物の全壊

棟数を６割減少させる。 

〈主な対策〉 

○ 建物の耐震化 【区、都都市整備局】 

○ 住宅・建築物の不燃化 【区、都都市整備局】 

○ 家具類の転倒等防止対策の推進 【区、東京消防庁・消防署】 

○ 消防力の充実・強化 【東京消防庁・消防署、区】 

○ 救出・救護体制の強化 【東京消防庁・消防署、都総務局、都福祉保健局、区】 

○ 区民や事業所の火災対応力の強化【東京消防庁・消防署、区】 

○ 感震ブレーカーの設置促進【区】 

 避難生活に伴う心身へのストレス等の軽減策（避難所のトイレの整備、きめ細やかなニーズの

把握、避難所や車中泊等の避難者の保健衛生対策） 

  



第５章 被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標） 
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人
的
被
害
（
死
者
）
に
関
わ
る
目
標
 

早
期
復
興
に
関
わ
る
目
標
 

予
防
対
策

 
応
急
対
策
 

復
旧
対
策

自
助
に
よ
る
区
民
の
防
災
力
向
上

自
助
に
よ
る
応
急
対
策
の
実
施

区
民
に
よ
る
自
助
の
備
え

区
民
自
身
に
よ
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応
急
対
策

防
災
意
識
の
啓
発

外
国
人
の
情
報
収
集
等
に
係
る
支
援

防
災
教
育
・
防
災
訓
練
の
充
実

外
国
人
支
援
対
策

地
域
に
よ
る

共
助

地
域
に
よ
る
共
助
の
推
進

地
域
に
よ
る
応
急
対
策
の
実
施

消
防
団
の
活
動
体
制

の
充
実

消
防
団
の
活
動
体
制
の
充
実

消
防
団
に
よ
る
応
急
対
策
の
実
施

事
業
所
等
に
よ
る
自
助
・
共
助
の
強
化

事
業
所
に
よ
る
自
助
・
共
助
の
強
化

事
業
所
に
よ
る
応
急
対
策
の
実
施

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

専
門
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

東
京
都
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
の
連
携

交
通
規
制
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

東
京
消
防
庁
災
害
時
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連

携 赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

区
民
・
行
政
・
事
業
所
等
の
連
携

多
様
性
に
配
慮
し
た
女
性
の
視
点
の
反
映

多
様
性
に
配
慮
し
た
女
性
の
視
点
の
反
映

安
全
に
暮
ら
せ
る
都
市
づ
く
り

地
域
特
性
に
応
じ
た
防
災
都
市
づ
く
り

高
層
建
築
物
及
び
地
下
街
等
に
お
け
る
安
全
対
策

が
け
・

擁
壁
、
土
砂
災
害
被
害

の
防
止

建
築
物
の
耐
震
化
及
び
安
全
対
策
の
促
進

社
会
公
共
施
設
等
の
応
急
対
策

公
共
の
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の
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来
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震
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落
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落
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災
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文
化
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施
設
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安
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対
策
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共
施
設
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の
応
急
危
険
度
判
定
実
施
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制
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備

河
川
施
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の
応
急
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策
に
よ
る
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害
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止
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川
施
設
等
の
応
急
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化
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道
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川
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道

水
道

水
道
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道
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道
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道
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気
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等

電
気
・
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等
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信
等

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
拠
点
の
確
保
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・
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携
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携
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滑
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携
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初
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築

分
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安
全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現

（
第
3
 
章
）

安
全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

及
び

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保

（
第
4
章
）

課
題

達
成
目
標

地
域
の
防
災
力
向
上

自
助
の
備
え
を
講
じ
て
い
る
区
民
の
割
合
を
1
0
0
％
に
到
達

区
民
と
地
域
の
防
災
力
向
上

（
第
2
章
）

自
助
に
よ
る
区
民
の
防
災
力

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
体
制

多
様
性
に
配
慮
し
た
女
性
の
視
点
の
反
映

消
防
団
活
動
体
制
の
充
実
に
よ
り
、
災
害
活
動
力
を
向
上

地
域
と
の

連
携
に
よ
り
、
事
業
所
防
災
体
制
を
強
化

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
連
携

木
造
住
宅
密
集
地
域
の
不
燃
化
に
向
け
た
課

題 液
状
化
対
策
の
課
題

建
築
物
の
耐
震
化
、
安
全
対
策
の
課
題

防
災
上
重
要
な
公
共
建
築
物
の
耐
震
化
1
0
0
％
達
成
、
住
宅
及
び
民

間
特
定
建
築
物
の
耐
震
化
率
9
5
％

木
造
住
宅
密
集
地
域

の
不
燃

化
率
の
向
上

液
状
化
予
測
図
の
見
直
し
及
び
建
築
物
に
お
け
る
液
状
化
対
策
の
指

針
の
作
成

首
都
中
枢
機
能
等
へ
の
耐
震
化

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保
に
向
け
た
課
題

出
火
、
延
焼
等
の
防
止
に
向
け
た
課
題

消
防
水
利
不
足
地
域
の
解
消

幹
線
道
路
網
の
整
備
及
び
緊
急

輸
送
道
路
の
沿
道
建
築
物
や
橋

り
ょ
う
の
耐
震
化

交
通
関
連
施
設
の
安
全
確
保
に
向
け
た
課
題

初
動
対
応

迅
速

か
つ

的
確

な
活

動
を

可
能

と
す

る
強

固
な

初
動

態
勢

の
構

築

大
規

模
な

救
出

・
救

助
活

動
や

復
旧

活
動

拠
点

の
確

保

広
域
的
な
視
点
か
ら
の
応
急

対
応
力
の
強
化

（
第
5
章
）

〔
施
策
ご
と
の
課
題
・
達
成
目
標
・
対
応
一
覧
〕
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収
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・
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携
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・
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築
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体
制

の
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遺
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の
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扱
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等
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対
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困
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時
滞
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施

設
の
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一
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滞
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帰
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困
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報
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困
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信
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備
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け
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踏
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の
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荷
さ

ば
き

機
能

の
強

化
区

防
災

倉
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資

の
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府
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援
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の
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入
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資
の
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扱
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輸
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燃
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滑
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体

制
の

整
備
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連
絡

体
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区
民

へ
の

情
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提
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の

構
築

適
切

な
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提
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よ
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区
民

の
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安
を

払
拭

区
民

へ
の

情
報

提
供

等
区

民
へ

の
情

報
提

供
等

放
射

線
等

使
用

施
設

の
安

全
化

放
射

線
等

使
用

施
設

の
応

急
措

置
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燃

料
物

質
輸

送
車

両
等

の
応

急
対

策
保

健
医

療
活

動
風

評
被

害
へ

の
対

応

分
野

課
題

達
成

目
標

対
策

放
射

性
物

質
へ

の
対

応

円
滑

か
つ

的
確

に
対

応
で

き
る

体
制

を
構

築

物
流

事
業

者
等

と
連

携
し

た
円

滑
な

物
資

輸
送

体
制

の
構

築

３
日

分
の

物
資

の
確

保
と

強
固

な
調

達
体

制
の

構
築

輸
送

体
制

の
整

備

防
災

機
関

相
互

の
情

報
通

信
連

絡
体

制
の

整
備

防
災

機
関

相
互

の
情

報
通

信
連

絡
体

制
の

整
備

区
民

等
へ

の
情

報
提

供
体

制
の

整
備

区
民

等
へ

の
情

報
提

供
体

制
の

整
備

区
民

等
へ

の
情

報
提

供
体

制
の

整
備

防
災

機
関

相
互

の
情

報
通

信
連

絡
体

制
の

整
備

情
報

通
信

の
確

保
（

第
6
章

）

医
療

救
護

対
策

（
第

7
章

）

帰
宅

困
難

者
等

対
策

（
第

8
章

）

避
難

者
対

策
（

第
9
章

）

物
流

・
備

蓄
・

輸
送

対
策

の
推

進
（

第
1
0
章

）

放
射

性
物

質
対

策
（

第
1
1
章

）

避
難

行
動

要
支

援
者

の
支

援
体

制

避
難

先
の

確
保

や
避

難
誘

導
の

仕
組

み
の

構
築

帰
宅

支
援

に
関

す
る

課
題

初
動

医
療

体
制

等
の

確
立

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
中

心
と

し
た

災
害

医
療

体
制

を
構

築

避
難

所
等

の
管

理
運

営
体

制
の

整
備

等

徒
歩

帰
宅

支
援

の
た

め
の

体
制

整
備

食
料

・
水

・
生

活
必

需
品

の
確

保
に

向
け

た
課

題

物
資

の
輸

送

備
蓄

物
資

の
供

給
食

料
及

び
生

活
必

需
品

等
の

確
保

飲
料

水
及

び
生

活
用

水
の

確
保

輸
送

体
制

の
整

備

輸
送

車
両

等
の

確
保

〔
施
策
ご
と
の
課
題
・
達
成
目
標
・
対
応
一
覧
〕
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築
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付
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の
募
集
・
受
付

災
害
時
の
ト
イ
レ
衛
生
対
策
の
課
題

災
害
用
ト
イ
レ
及
び
し
尿
収

集
・
運
搬
体
制
の
確
保

災
害
用
ト
イ
レ
の
確
保
及
び
し
尿
の
収
集
・
運
搬

ト
イ
レ
の
確
保
及
び
し
尿
の
収
集
・
運
搬

ご
み
処
理

ご
み
処
理

が
れ
き
処
理

が
れ
き
処
理

罹
災
証
明
書
の
交
付

被
災
住
宅
の
応
急
修
理

一
時
提
供
住
宅
の
供
給

応
急
仮
設
住
宅

等
の
供
与

公
的
住
宅
等
の
応
急
修
理

建
設
資
材
等
の
調
達

被
災
者
の
生
活
相
談
等
の
支
援

義
援
金
の
募
集
・
受
付
・
配
分

被
災
者
の
生
活
再
建
資
金
援
助
等

職
業
の
あ
っ
せ
ん

租
税
等
の
徴
収
猶
予
及
び
減
免
等

そ
の
他
の
生
活
確
保

中
小
企
業
へ
の
融
資

農
林
漁
業
関
係
者
へ
の
融
資

応
急
金
融
対
策

が
れ
き
処
理
の
実
施

災
害
救
助
法
等
の
適
用

激
甚
災
害
の
指
定

教
育
・
保
育
対
策

教
育
・
保
育
対
策

分
野

課
題

達
成
目
標

対
策

最
終
到
達
点

早
急
な
対
応
を
要
す
る
生
活
再
建
対
策
に
向

け
た
課
題

大
量
の
が
れ
き
等
の
処
理
に
向
け
た
課
題

災
害
救
助
法
の
運
用
等

生
活
再
建

の
迅
速
化

災
害
廃
棄
物

処
理
体
制
の
構
築

生
活
再
建
の
た
め
の
事
前
準
備

災
害
救
助
法
等

住
民
の
生
活
の
早
期
再
建

(
第
1
2
章
）

死
者
を
な
く
す

早
期
復
興

〔
施
策
ご
と
の
課
題
・
達
成
目
標
・
対
応
一
覧
〕
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【第２部の構成について】 

○ 第１章で、区及び関係機関の役割を示す。 

○ 第２章から第 12 章で、災害対策の施策ごとに、（１）日頃の対策、（２）発災時の対策、

（３）発災後の復旧対策を示し、災害のフェーズに応じて、「誰が、何を、行うのか」を明

確にする。 

•  第１節～第４節で、現在の到達状況、到達目標、課題、対策の方向性を明確にする。 

•  第５節で、予防・応急・復旧といった災害のフェーズに応じた対応策を構築するととも

に、区及び関係機関の役割分担を明確にする。 

構成 内容 

第１節 現在の到達状況 
都の被害想定（平成 24年４月）に基づき、

現状等を分析した上で、効果的な施策及び

到達目標を示す。 

第２節 課題 

第３節 対策の方向性 

第４節 到達目標 

第５節 

具体的な取組み 

第１ 予防対策 平時の活動 

第２ 応急対策 発災直後から 72時間以内に必要な活動 

第３ 復旧対策 発災から４日目以降に重点的に行う活動 

 

 

○ 第５節中の「対策内容と役割分担」について 

区及び関係機関（東京消防庁・消防署、警視庁・警察署、都関係機関等）の役割分担につい

て、東京都地域防災計画（震災編）（令和元年修正）との整合を図りながら、一覧表「対策内

容と役割分担」に整理した。また、実施主体を明確にするために、施策の実施主体をできる限

り記載した。 

さらに、本区における対策については、表中で網掛け・ゴシック体とすることで明確にした。 

 

 

 

現在の到達状況 

 

到達目標 課題 

対策の方向性 

具体的な取組み 

地震前の行動 

（予防対策） 

地震直後の行動 

（応急対策） 

地震後の行動 

（復旧対策） 
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第２部 施策ごとの具体的計画（災害予防・応急・復旧計画） 

第１章 区等の基本的責務と役割 

 

第１節 基本理念及び基本的責務 

１ 基本理念 

区長、区民及び事業者は、次に掲げる考え方に基づき、それぞれの責務及び役割に応じ連携

を図ることを基本理念として災害対策に取り組むものとする。 

（１）区民及び事業者が自己の生命、身体及び財産の安全を自ら確保することをいう自助 

（２）区民及び事業者が地域において相互に助け合うことをいう共助 

（３）行政機関が区民等を災害から保護するための事業等を実施することをいう公助 

＊世田谷区災害対策条例第 2条〔資料編資料第 124・P258〕 

 

 

２ 基本的責務 

（１）区長の基本的責務 

① 区長は、災害対策に関する施策を策定し、及び災害対策に関する事業を実施することに

より、区民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するとともに、災害

発生後の区民生活の再建及び安定並びに都市の復興を図るため、最大の努力を払わなけれ

ばならない。 

② 区長は、世田谷区地域防災計画の定めるところにより、災害対策に関する施策を策定し、

その推進を図らなければならない。 

③ 区長は、災害対策に関する施策を策定するに当たっては、国、都その他関係地方公共団

体及び防災関係機関との調整を図るとともに、協力団体、区民及び事業者の意見を聴くよ

う努めなければならない。 

④ 区長は、災害対策に関する事業を実施するに当たっては、国、都その他関係地方公共団

体、防災関係機関、協力団体、区民及び事業者との連携に努めなければならない。 

＊世田谷区災害対策条例第 3条〔資料編資料第 124・P258〕 

 

（２）区民の基本的責務 

① 地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災

活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。 

＊災害対策基本法第 7条第 2項 

② 区民は、災害に備え、次に掲げる事項について、自ら必要な措置を行うよう努めなけれ

ばならない。 

ア 建築物等の耐震性及び耐火性の確保 

イ 家具の転倒・落下・移動防止 
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ウ 出火の防止及び初期消火に必要な用具の備え 

エ 暴風等による建築物等及び附帯設備等の損壊、転倒等の防止 

オ 豪雨等による建築物への浸水の防止 

カ 飲料水及び食料の備蓄 

キ 避難の経路、場所及び方法についての確認 

③ 区民は、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、地域において相互に協力すると

ともに、自発的に防災区民組織に参加する等災害対策に関する活動の推進に努めなければ

ならない。 

④ 区民は、災害に強いまちづくりについて理解を深め、区長その他の行政機関が実施する

災害対策に関する事業に協力するとともに、自発的に災害対策活動に参加する等災害対策

に寄与するよう努めなければならない。 

⑤ 区民は、災害が発生するおそれがあるとき及び災害発生時においては、自己及び家族の

安全の確保に努めなければならない。 

⑥ 区民は、災害発生後においては、自らの生活の再建に努めるとともに、都市の復興に関

して区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

＊世田谷区災害対策条例第 4条〔資料編資料第 124・P258〕 

 

（３）事業者の基本的責務 

① 事業者は、区長その他の行政機関が実施する災害対策に関する事業に協力するとともに、

その事業活動を行うに当たっては、社会的責任を自覚し、災害を最小限にとどめるため、

最大の努力を払わなければならない。 

② 事業者は、その事業活動に関して災害の拡大を防止するため、事業所の来客、従業員及

び事業所の周辺地域における住民並びにその管理する施設及び設備について、その安全の

確保に努めなければならない。 

③ 事業者は、従業員に対し、災害対策に関する知識及び技術を習得する機会を提供するよ

う努めなければならない。 

④ 事業者は、災害発生後においては、都市の復興に関して区長その他の行政機関が実施す

る災害対策に関する事業に協力するよう努めなければならない。 

＊世田谷区災害対策条例〔資料編資料第 124・P258〕 
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第２節 区、都及び防災機関の役割 

１ 区の役割 

（１）本部長室 

本部長室は、次の事項について世田谷区災害対策本部（以下「区本部」という。）の方針

を審議策定する。（世田谷区災害対策本部条例施行規則） 

○ 区本部の非常配備態勢の確立及び廃止に関すること。 

○ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

○ 避難所の開設及び閉鎖に関すること。 

○ 避難の勧告又は指示に関すること。 

○ 災害救助法の適用の要請に関すること。 

○ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

○ 東京都知事等に対する応援等要請に関すること。 

○ 民間協力団体に対する協力要請に関すること。 

○ 応急公用負担等に関すること。 

○ 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

○ 区本部の廃止及び継続して行う災害業務の分担に関すること。 

○ そのほか、重要な災害対策に関すること。 
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〔本部長室の構成員及び職務〕 

構成員 職務 

本
部
長 

区長 
本部事務を総括し、本部の

職員を指揮監督する。 

副
本
部
長 

副区長、教育長 

本部長を補佐し、本部長に

事故あるときは職務を代理

する。 

本
部
員 

世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所長、

砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務

部長、危機管理部長、財務部長、生活文化政策部長、

清掃・リサイクル部長、保健福祉政策部長、世田谷保

健所長、都市整備政策部長、道路・交通計画部長、教

育総務部長、その他必要があると認めたもの 

本部長の命を受け、本部長

室の事務に従事する。ただし

各総合支所長は各地域にあ

って、職務に従事する。 

災
対
本
部
連
絡
員 

世田谷総合支所地域振興課長、北沢総合支所地域振興

課長、玉川総合支所地域振興課長、砧総合支所地域振

興課長、烏山総合支所地域振興課長、政策経営部政策

企画課長、政策経営部広報広聴課長、総務部総務課長、

危機管理部災害対策課長、財務部経理課長、生活文化

政策部市民活動・生涯現役推進課長、清掃・リサイク

ル部管理課長、保健福祉政策部保健福祉政策課長、世

田谷保健所健康企画課長、都市整備政策部都市計画課

長、道路・交通計画部道路管理課長、教育総務部教育

総務課長、区議会事務局次長 
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（２）災対各部の事務分掌 

※令和 3年 4月 1日より適用 

災対部 部長 担当所管 事務分掌 

災
対
統
括
部 

危
機
管
理
部
部
長 

・危機管理部 

・政策経営部 ICT

推進課 

・選挙管理委員会

事務局 

１ 本部長及び副本部長の連絡に関すること。 

２ 本部長指令の総括に関すること。 

３ 災害対策の総合調整に関すること。 

４ 東京都災害対策本部及び防災関係機関との連絡及び応

援等の要請に関すること。 

５ 協力協定団体への協力要請の総括に関すること。 

６ 自衛隊への災害派遣の要請及び災害派遣部隊の受入れに関

すること。 

７ 気象情報及び災害情報の収集の総括に関すること。 

８ 防災行政無線システム及び防災情報システムの運用管理及

び復旧に関すること。 

９ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
総
務
部 

総
務
部
長 

・総務部 

・庁舎整備担当部 

・区長室 

・区議会事務局 

１ 本庁舎来庁者の救護及び避難誘導に関すること。 

２ 本庁舎の管理及び保全に関すること。 

３ 本部会議の庶務に関すること。 

４ 被害状況報告の集計及び資料作成の総括に関すること。 

５ 区議会との連絡その他渉外に関すること。 

６ 職員の配置の調整に関すること。 

７ 職員の服務及び給与に関すること。 

８ 職員の被災状況の調査に関すること。 

９ 職員の給食に関すること。 

10 職員の医療救護及び公務災害に関すること。 

11 応急措置の実施に伴う損失補償、審査請求、訴訟等に関す

ること。 

12 各災対地域本部への支援に関すること。 

13 他の部に属しないこと。 

災
対
財
政
・
広
報
部 

政
策
経
営
部
長 

・政策経営部（た

だし ICT推進課

を除く） 

・財政担当部 

・交流推進担当部 

・監査事務局 

 

 

１ 震災復興組織の設置準備に関すること。 

２ 広報及び広聴に関すること。 

３ 報道機関に対する情報提供等に関すること。 

４ 災害対策関係予算に関すること。 

５ 各災対地域本部への支援に関すること。 
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災対部 部長 担当所管 事務分掌 

災
対
地
域
本
部 

各
総
合
支
所
長 

各総合支所 

・世田谷 

・北沢 

・玉川 

・砧 

・鳥山 

１ 本部長室及び他の部との連絡に関すること。 

２ 総合支所庁舎の管理及び保全に関すること。 

３ 拠点隊への指示及び支援に関すること。 

４ 来庁者、施設利用者及び被災者の救護及び避難誘導に関す

ること。 

５ り災証明、火葬許可証等の発行の調整に関すること。 

６ 災害状況の調査及び情報収集に関すること。 

７ 救援物資、応急食料、飲料水その他資器材の輸送及び配布

に関すること。 

８ 物資集積場の管理に関すること。 

９ 医療救護所の設置及び運営に関すること。 

10 避難所の設置及び運営に関すること。 

11 広域避難場所の運用に関すること。 

12 道路、河川、橋りょう、溝渠(こうきょ)、水門等の状況の

把握のための情報収集に関すること。 

13 道路、河川等の障害物の除去に係る情報収集に関すること。 

14 水防活動に関すること。 

15 遺体の捜索、収容及び埋葬に係る情報収集に関すること。 

16 遺体収容所の設置、運営等の統括に関すること。 

17 安否情報の収集に関すること。 

18 避難行動要支援者の安否確認等に関すること。 

19 被災区民への総合的な福祉サービスの提供に関すること。 

20 総合相談窓口の設置に関すること。 

21 災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに被災者生活再建支援

金の支給に関すること。 

22 帰宅困難者の支援に関すること。 

23 福祉避難所の入所に関すること。 

24 各被災地の医療衛生状況の把握及び災対医療衛生部との調

整に関すること。 

25 建築物の被災状況の確認及び被災建築物の応急危険度判定

に関すること。 

26 土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木、そ

の他の物件の使用若しくは収用並びに工作物等の除去及び保

管に関すること。 

27 警戒区域への立入り制限又は禁止及び警戒区域からの退去

命令に関すること。 
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災対部 部長 担当所管 事務分掌 

拠
点
隊 

 

・各まちづくりセ

ンター 
１ 来庁者、施設利用者及び被災者の救護及び避難誘導に関す

ること。 

２ 災害状況の調査及び情報収集に関すること。 

３ 医療救護所の支援に関すること。 

４ 震災時避難所の支援に関すること。 

５ 水害時避難所の運営に関すること 

６ 安否情報の収集に関すること。 

災
対
物
資
管
理
部 

財
務
部
長 

・財務部 

・会計室 
１ 車両等の調達及び配分に関すること。 

２ 物資及び資器材の調達、輸送及び配分並びに備蓄物資の輸

送及び配分の総括に関すること。 

３ 給水活動の総括に関すること。 

４ 災害対策に必要な経費及び物品の出納に関すること。 

５ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
区
民
支
援
部 

生
活
文
化
政
策
部
長 

・生活文化政策部 

・地域行政部 

・スポーツ推進部 

・経済産業部 

１ 安否情報の収集及び提供に関すること。 

２ 日本赤十字社東京都支部との連絡調整に関すること。 

３ 外国人災害時情報センターの設置に関すること。 

４ 災害時の女性への支援に関すること。 

５ 他自治体との連絡調整に関すること。 

６ 商工農業者等の被害状況調査及び支援に関すること。 

７ 義援金の受領及び配分に関すること。 

８ 生活再建の支援、広域火葬実施の調整及びり災証明の発行

に係る総合調整に関すること。 

９ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
清
掃
・
環
境
部 

清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
長 

・清掃・リサイク

ル部 

・環境政策部 

１ ごみの収集及び処理に関すること。 

２ し尿の収集及び処理に関すること。 

３ がれきの処理に関すること。 

４ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
保
健
福
祉
部 

保
健
福
祉
政
策
部
長 

・保健福祉政策部 

・障害福祉部 

・高齢福祉部 

・子ども・若者部 

・ 

・児童相談所 

・保育部 

１ ボランティアに関する総合調整に関すること。 

２ 高齢者、障害者及び乳幼児の対策に関すること。 

３ 避難行動要支援者への支援に関する総合調整に関するこ

と。 

４ 福祉避難所の設置及び運営に関すること。 

５ 保育園、児童館等の再開に関すること。 

６ 各災対地域本部への支援に関すること。 

７ 児童相談所及び一時保護所の運営に関すること。 

 



第１章 区等の基本的責務と役割 

第２節 区、都及び防災機関の役割 

38 

第
１
章 区

等
の
基
本
的
責
務
と
役
割 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

 

災対部 部長 担当所管 事務分掌 

災
対
医
療
衛
生
部 

世
田
谷
保
健
所
長 

・世田谷保健所 １ 災害医療コーディネーターの設置、被災状況、医療機関の

活動状況等の把握に関すること。 

２ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整骨師会その他の医

療関係団体への協力要請等に関すること。 

３ 被災地の総合衛生対策に関すること。 

４ 緊急医療救護所の設置及び運営に関すること。 

５ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
都
市
整
備
部 

都
市
整
備
政
策
部
長 

・都市整備政策部 

・防災街づくり担

当部 

・施設営繕担当部 

・環境政策部（※） 

１ 公共建築物、被災建築物及び被災宅地の被害状況の調査並

びに危険度判定の総合調整に関すること。 

２ 公営住宅の被害状況の把握に関すること。 

３ 仮設住宅の整備等に関すること。 

４ 環境保全の調査及び対策に関すること。 

５ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
土
木
部 

道
路
・
交
通
計
画
部
長 

・道路・交通計画

部 

・土木部 

・みどり 33 推進

担当部 

１ 土木・造園・建築関係民間協力団体への協力要請に関する

こと。 

２ 遺体の捜索、収容及び埋葬に関すること。 

３ 公共交通機関との連絡調整に関すること。 

４ 水防活動に関すること。 

５ 道路、河川、橋りょう、溝渠（こうきょ）、水門、公園等

の点検整備及び応急復旧並びに障害物の除去に関するこ

と。 

６ 土地、建物その他の工作物の一時使用又は土石、竹木その

他の物件の使用若しくは収用並びに工作物等の除去及び保

管に関すること。 

７ 警戒区域への立入り制限又は禁止及び警戒区域からの退去

命令に関すること。 

８ 各災対地域本部への支援に関すること。 

災
対
教
育
部 

教
育
総
務
部
長 

・教育総務部 

・教育政策部 

・生涯学習部 

１ 災害時における応急教育に関すること。 

２ 学校教育施設の整備点検及び応急復旧に関すること。 

３ 学校機能の復旧及び調整に関すること。 

４ 学校災害対策本部との連絡調整に関すること。 

５ 避難所運営における各災対地域本部との協力に関するこ

と。 

６ 避難所における給食施設の調整に関すること。 

７ 各災対地域本部への支援に関すること。 
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２ 都の役割 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

建設局 

第二建設事務所 

１ 道路・河川及び橋りょうの整備保全に関すること。  

２ 水防活動に関すること。 

３ 道路の障害物除去に関すること。 

建設局 

東部公園緑地事務所 
１ 都立公園等の保全及び震災時の利用に関すること。 

水道局 

南部支所桜丘庁舎 

世田谷営業所 

世田谷営業所太子堂分室 

１ 水道施設の保全に関すること。  

２ 応急給水に関すること。  

 

 

下水道局 

南部下水道事務所 

１ 下水道施設の保全に関すること。 

２ 仮設トイレ等のし尿の受け入れ・処理に関すること。 

警視庁 

第三方面本部 

世田谷警察署 

北沢警察署 

玉川警察署 

成城警察署 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。  

２ 交通規制に関すること。  

３ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。  

４ 行方不明者の捜索及び調査に関すること。  

５ 死体の見分及び検視に関すること。  

６ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東京消防庁 

第三消防方面本部 

世田谷消防署 

玉川消防署 

成城消防署 

１ 水火災及びその他災害の救助、救急情報に関すること。  

２ 水火災及びその他災害の予防、警戒及び防ぎょに関すること。  

３ 人命の救助及び救急に関すること。 

４ 危険物施設及び火気使用設備器具等の安全化のための規制指導

に関すること。  

５ 区民の防災知識の普及及び防災活動力の向上並びに事業所の自

主防災体制の指導育成に関すること。  

６ 応急救護知識技術の普及及び自主救護能力の向上に関するこ

と。 

消防団 

世田谷消防団 

玉川消防団 

成城消防団 

１ 水火災及びその他災害の警戒、防ぎょに関すること。  

２ 人命の救助及び応急救護に関すること。  

３ 地域住民の防災指導に関すること。 
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３ 指定地方行政機関の役割 

指定地方行政機関とは、指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第 43条及び第 57条（宮

内庁法第 18条第１項 において準用する場合を含む。）並びに宮内庁法第 17条第１項並びに国

家行政組織法第９条の地方支分部局をいう。）その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が

指定するものであり、区においては、以下の２機関が該当している。 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

国土交通省 

関東地方整備局 

東京国道事務所 

代々木出張所 

１ 管轄区域道路一般国道 20号、246号のうち世田谷区内の保全施設等の整

備並びに保全に関すること。 

国土交通省 

関東地方整備局 

京浜河川事務所 

田園調布出張所 

１ 管轄区域河川の保全、施設等の工事及び保全に関すること。 

２ 管轄区域河川の雨量計、水位、流量、洪水予報、水防警報等の水防に関

すること。 

 

 

４ 自衛隊の役割 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

 第１普通科連隊 

１ 災害派遣に係る準備に関すること。  

２ 災害派遣の計画の作成に関すること。  

３ 人命又は財産保護のために緊急に行う必要のある応急救援・応急医療又

は応急復旧に関すること。  

４ 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲渡に関する

こと。 
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５ 指定公共機関の役割 

指定公共機関とは、独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的

機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定、告

示する機関であり、災害対策基本法第６条の規定に基づき、業務を通じて防災に寄与する責務

がある。 

平常時にあっては区防災会議、発災時にあっては区本部に出席を要請することが予定される

区の防災対策に資する指定公共機関として、区内においては、以下の機関が指定されている。 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

NTT東日本 
１ 電信、電話施設の建設及び保全に関すること。  

２ 災害時における通信の確保及び復旧に関すること。 

日赤東京都支部 

（世田谷区地区） 

１ 災害時における救護班の編成並びに医療及び助産救護の実施に関するこ

と。  

２ 義援金の受領、配分及び募金に関すること。 

３ 日赤奉仕団による救援活動の協力に関すること。 

首都高速道路 

西東京管理局 

１ 首都高速道路等の保全に関すること。  

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。  

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

東京電力パワーグリッ

ド株式会社 

渋谷支社 

１ 電力施設等の建設及び安全保安に関すること。  

２ 電力の需給に関すること。 

東京ガス株式会社 
１ ガス施設等の建設及び保安に関すること。  

２ ガスの供給に関すること。 

日本郵便 

世田谷郵便局 

１ 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対

策 

（１）災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

（２）被災者が差し出す郵便物の料金免除 

（３）被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

（４）被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

２ 地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び避難者リ

スト等の情報の相互提供 

３ 当社が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共

団体等への情報提供 

４ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

５ 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項 

ヤマト運輸 
１ 災害時における貨物自動車（トラック）等による救助物資等の輸送に関

すること。 
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６ 指定地方公共機関の役割 

指定地方公共機関とは、地方独立行政法人及び公共的施設の管理者並びに都道府県の地域に

おいて電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人のうち、知事が指定告示する機

関であり、区内においては、以下の機関が指定されている。 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

京王電鉄 

小田急電鉄 

東急電鉄 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。  

２ 災害時における鉄道車輛等による救助物資及び避難者等の輸送の

協力に関すること。 

都トラック協会世田谷支部 
１ 災害時における貨物自動車による救助物資及び避難者の輸送の協

力に関すること。 

 

 

７ 協力機関の役割 

区は、災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、事業者・団体等と応援協定を締

結し、災害時における協力を依頼している。 

主な協力機関は以下のとおりである。 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

世田谷区医師会 

玉川医師会 

１ 医療及び助産活動に関すること。 

世田谷区歯科医師会 

玉川歯科医師会 

１ 歯科医療に関すること。 

世田谷薬剤師会 

玉川砧薬剤師会 

１  薬剤の調剤及び服薬指導に関すること 

都柔道整復師会世田谷支部 
１ 柔道整復師会の協力に関すること 

世田谷サービス公社 
１ 災害時における広報活動及び被害状況等の伝達に関すること。  

２ 放送施設の保全に関すること。 

世田谷ケーブルテレビ協議会 

（２社） 

１ 災害時における広報活動及び被害状況等の伝達に関すること。  

２ 放送施設の保全に関すること。 

世田谷ボランティア協会 

１ 一般ボランティアの受け入れに関すること。  

２ せたがや災害ボランティアセンターの専門ボランティア登録

者の活動に関すること。 

３ 一般ボランティアの活動の実施に関すること。 

世田谷区社会福祉協議会 

１ 地域のボランティア要望の集約に関すること。 

２ 避難所及び自宅で避難している区民への福祉サポートに関す

ること。 

＊協力協定・覚書等一覧〔資料編資料第 145・P334〕 
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第２章 

区民と地域の防災力向上 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 自助・共助の重要性と対策の基本的考え方 

阪神・淡路大震災や東日本大震災などの過去の震災では、地震発生直後の区民同士によ

る助け合いによって多くの命が救われており、発災時における自助・共助の重要性が明ら

かになっている。また、熊本地震では、女性の視点等を意識した避難所運営などの重要性

が再認識された。 

本章では、自助・共助の担い手となる区民、地域、消防団、事業所、ボランティアの他、

消防団による取組みを定めている。 

これらの主体は、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」こと

を防災の基本理念として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、各主体間の相互連

携、相互支援を強め、自助、共助による区民及び地域の防災力の向上を推進していく。 
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第２章 区民と地域の防災力向上

○ 死傷者を抑制するため、区民一人ひとりの自助の備
えを推進していくことが必要

○ 近隣住民同士の助け合いにより発災時に一人でも多
くの命を救うため、「自助」、「共助」による取組
みを促進する必要がある。

○ 消防団の定員の充足など災害活動体制の充実が必要

○ 発災時における事業所の役割（地域の救助活動・事
業継続等）を踏まえ、事業所の防災力の向上が必要

○ ボランティアが円滑に活動することができるよう、
派遣をコーディネートする体制の構築が必要

○ 多様性に配慮した女性の視点を反映させる必要

○ 在宅避難の推奨とその準備に向けた普及・啓発、区
民の備蓄、自助・共助の精神の育成等を推進

○ 「自分たちのまちは自分たちで守る」意識の啓発、
実践的かつ効果的な防災訓練の推進、地区防災計画
の策定

○ 消防団員の募集、訓練及び資機材等の整備を推進

○ 行政や地域との協定締結、事業所防災計画の作成促
進等

○ 関係団体との連携強化等によるボランティア活動へ
の支援体制づくりの推進

○ 多様性に配慮した女性の視点を反映

○自助の備えを講じている区民の割合を100％に到達 ○地区防災計画の検証や取組みの促進により、地区防災力を向上 ○消防団活動体制の充実により、災害活動能力を向上

○事業所防災計画の作成や防災区民組織等との災害時応援協定の締結の促進による事業所防災体制の強化

○災害時のボランティア活動支援を想定した訓練の実施等によるボランティア活動への支援体制の構築 ○多様性に配慮した女性の視点を反映

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

区民による自助の備え、防災の意識啓発、教育・
訓練の充実、外国人支援対策等

消防団員の確保、教育訓練、資機材整備の推進

事業所相互間及び事業所と防災区民組織等の連携
について啓発

区民自身による応急対策、外国人の情報収集等に
係る支援等

防災区民組織等による初期消火等の実施

消防団による消火・救助・応急救護活動等の実施

事業所による初期消火・応急救護活動等の実施

○ 自助による区民の防災力向上

○ 地域による共助の推進

○ 消防団の活動体制の充実

○ 事業所による自助・共助の強化

○ 自助による応急対策の実施

○ 地域による応急対策の実施

○ 消防団による応急対策の実施

○ 事業所による応急対策の実施

ボランティアマッチングセンターの運営体制整備

○ ボランティアとの連携

○ 啓発物の配布、家具類の転倒等防止策等の推進等

○ 防災区民組織（町会・自治会等）の結成数 227団体
（平成28年4月1日現在）

○ 避難所運営本部の構成員が防災士を取得

○ 消防団員数は、定員約1,250 人に対し、1,075人

○ 関係団体（世田谷ボランティア協会、世田谷区社会
福祉協議会、区内ＮＰＯ、大学等）と連携し、ボラ
ンティアが円滑に活動できる体制づくりを推進

○ 多様性に配慮した女性の視点から災害時の対応につ
いて啓発するために、研修等を実施

第１節 現在の到達状況

防災区民組織の整備・充実、世田谷区区民防災会
議の運営、世田谷区地域防災リーダーの育成等

区外ボランティアの受入れに向けた準備等 ボランティアマッチングセンターの設置・運営

ボランティアの活動環境の確保

○ ボランティアとの連携○ ボランティアとの連携

研修等の実施、防災における女性等の参画の促進

○ 多様性に配慮した女性の視点の反映に向けた検討
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第３章 安全な都市づくりの実現

○ 木造住宅密集地域の不燃化・建替、感震ブレーカー
の設置等による火災発生抑制策の必要

○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策

○ 耐震診断後、安全性が確認できなかった建物の耐震
化

○ 地域の消火用水の確保及びスタンドパイプの操作向
上のための訓練及び普及促進

○ 公園緑地の計画的な整備推進と防災機能の強化・充
実の必要

○ 不燃化特区における建替促進による火災発生抑制・
死者の軽減の推進、感震ブレーカー等の普及啓発

○ 世田谷区耐震改修促進計画に基づく耐震化の普及啓
発

○ 緊急輸送道路等の沿道建築物等の耐震診断・耐震改
修を促進し、分譲マンションに対しては耐震改修ア
ドバイザーによる働きかけにより耐震化を促進

○ 家具類の転倒・落下・移動防止等対策の普及・啓発

○ 防火水槽の耐震化、深井戸の整備等の水利整備及び
防災区民組織への資器材助成

○ 公園緑地の計画的な整備推進

○木造住宅密集地域の不燃化率：令和６年度までに○○％ ○防災上重要な公共建築物の耐震化率：令和７年度までに100％

○住宅及び民間特定建築物の耐震化率：令和７年度までに95％ ○消防水利不足地域の解消

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

「世田谷区防災街づくり基本方針」に沿った取り組み

建築物の耐震化の促進

液状化対策の強化

消防水利の整備、防火安全対策

河川施設等の応急対策

迅速・的確な消火活動、被災者の救助・救急活動の実施

危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置

○ 安全に暮らせる街づくり

○ 建築物の耐震化及び安全対策の促進

○ 液状化、長周期地震動への対策の強化

○ 出火、延焼等の防止

○ 河川施設等の応急対策による二次災害防止

○ 消火・救助・救急活動

○ 危険物等の応急措置による危険防止

危険物施設等、危険物等の輸送の安全化

○ 区立小・中学校の耐震化率71.1%（令和２年度）、公
共施設、区営住宅の耐震化率100％、住宅の耐震化率
87%、民間特定建築物の耐震化率82.2％（平成27年
度）

○ 建物の耐震化・不燃化による防災性の向上、道路の
拡幅整備、公園等公共空間の整備を実施

○ 家具転倒防止器具取付支援などの総合的な安全対策
の促進

○ スタンドパイプ等を地区会館27カ所やその他の区立
施設等に配置するとともに地域住民の操作訓練を実
施

第１節 現在の到達状況

高層建築物及び地下街等における安全対策

がけ・擁壁､ 土砂災害被害の防止

エレベーター対策

長周期地震動対策の強化 危険物輸送車両等の応急対策

河川施設等の復旧

○ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止

○ 社会公共施設等の応急対策

社会公共施設等の応急対策

土砂災害に関する応急対策

社会公共施設等の復旧

二次的な土砂災害防止対策

危険動物の逸走時対策
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第２章 区民と地域の防災力向上 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 自助による区民の防災力向上 

防災対策では、区民一人ひとりによる自助の取組みが重要であることから、区は、「災害時区

民行動マニュアル」等の防災啓発物の作成・配布をはじめ、様々な媒体を通じた広報の実施に

より、自助の必要性に係る意識啓発を行っている。 

また、自助の備えとしての各家庭における家具類の転倒・落下・移動防止対策の実施、携帯

用充電バッテリーの準備、区民の防災訓練への参加や救命講習の受講及び防災教育などを推進

し、自助による区民の防災力向上を図っている。 

 

２ 地域による共助の推進 

震災時には、発災直後の地域の助け合いが大きな効果を発揮する。そのため、主に町会・自

治会等、区民同士が協力して結成する防災区民組織は、各地域において防災訓練等の自主的な

取組みを進めている。また、防災塾等を通じて地区防災計画を策定した。 

また、複数の団体で構成される避難所運営会議は、避難所運営訓練を実施するなど、区民相

互の共助の意識を育て、近隣住民が支えあう普及啓発を行っている。 

○ 防災区民組織（町会・自治会等）の結成数 ········· 227団体（平成 28年４月１日現在） 

※町会・自治会での組織率 ······················· 約 97％ 

○ 避難所運営訓練・防災教室等の実施数 ············· 約 800回（参加者 10万人） 

避難所運営訓練・防災教室実施回数〔資料編資料第 13・P15〕 

○ 平成 25年度以降区立施設等にスタンドパイプを設置し、地域住民の操作訓練を東京消防

庁・消防署・消防団の指導で実施し、スタンドパイプの活用を推進 

○ 避難所運営本部の構成員が防災士を取得 

○ 防災塾の実施（平成 25年度５地域・平成 26～30年度 27地区・令和元年度 28地区） 

○ 地区防災計画（全 27地区）令和２年度策定 

 

３ 消防団の活動体制の充実 

発災時に、消火活動、救出・救助活動等を迅速に展開するためには、地域の実情に精通した

消防団が果たす役割が重要である。 

〔現況〕消防団 

（令和２年１月１日現在） 

 分団数 定員 現在員 充足率 可搬ポンプ数 
防災資機材 
格納庫棟数 

世田谷消防団 18分団 700人 568人 81.1％ 50台 52棟 

玉川消防団 11分団 300人 247人 82.3％ 15台 15棟 

成城消防団 7分団 250人 260人 104.0％ 20台 20棟 

区全体 36分団 1250人 1075人 86.0％ 85台 87棟 
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４ 事業所による自助・共助の強化 

発災時には、自助・共助の考えに基づき、地域の区民と事業所が協力して被害の拡大を防ぐこ

と、事業継続を通じて地域住民の生活の安定化に寄与することが重要である。 

現在、区内の事業所では、地域の町会・自治会等との連携などの取組みが進められている。 

 

５ ボランティア活動への支援 

発災時において、多岐にわたるボランティア活動が期待されることから、区は関係団体（世田

谷ボランティア協会、世田谷区社会福祉協議会、区内 NPO、大学等）と連携し、ボランティアが円

滑に活動できる体制づくりを推進している。 

本区で一般ボランティアの受付・避難所等への派遣調整等を行う「ボランティアマッチングセ

ンター」（運営主体：世田谷ボランティア協会）の設置場所については、区内の５地域で大学と区

で協定を締結している。 

総合支所 設置場所（協定締結先） 住所 

世田谷 昭和女子大学 世田谷区太子堂１－７－57 

北沢 国士舘大学 世田谷区世田谷４－28－１ 

玉川 日本体育大学 世田谷区深沢７－１－１ 

砧 日本大学商学部 世田谷区砧５-２-１ 

烏山 日本女子体育大学 世田谷区北烏山８-１９-１ 

 また、全国から集まるボランティアを円滑に受け入れるため、ボランティアコーディネーター

の養成研修を区内各地域で実施している。 

 

６ 多様性に配慮した女性の視点 

 多様性に配慮した女性の視点からの災害対策を進めるため、次の取組みを行っている。 

○避難所運営マニュアル（標準版）への多様性に配慮した女性の視点の反映 

○世田谷区男女共同参画センターらぷらすにおける区民向け研修の実施 

○せたがや防災ＮＰＯアクションの子ども子育て部会の実施 

○外国人への防災教室等の実施による啓発 

○福祉避難所と連携した訓練等の実施 

○せたがや女性防災コーディネーター養成研修等の実施 

○多様性に配慮した女性の視点を反映した「世田谷版 HUG」（※）を作成 

○せたがや女性防災コーディネーターを講師とした地域啓発研修の実施 

 ※静岡県が作成した避難所運営を模擬体験するゲーム（HUG）に、多様性に配慮した女性の視点

を反映させた世田谷区版の HUG 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

焼失棟数 最大約 21,727棟 

屋内収容物による死者 最大 約 24人 

屋内収容物による負傷者 最大 約 504人 

要配慮者の死者 最大 約 406人 

※被害数値は、想定の最大数値を採用。 

 

１ 自助による区民の防災力 

被害想定では、区内死傷者が最大 8,865 人発生すると想定されており、こうした被害を抑制す

るためには、建物の耐震化、家具類の転倒等防止対策の推進、災害時の備蓄などの備えを講じる

必要がある。 

また、断水や停電、ガスの供給停止などのライフラインの被害も想定されており、発災後の生

活を継続するための食糧等の備蓄や、家族や友人の安否情報を集める方法の準備などに取り組む

必要がある。 

区が実施した調査（「世田谷区区民意識調査 2018（平成 30年５月実施）」）によれば、食料備蓄

をしていない区民の割合は 18.2％であり、約８割の区民が食料を備蓄し、対策は進んでいるもの

の、引き続き、区民一人ひとりの自助の備えを推進していく必要がある。 

 

２ 地域による共助 

発災時に一人でも多くの命を救うためには、発災直後の近隣住民同士の助け合いが大きな効果

を発揮する。地域が一体となり、地域特性に応じた災害対応組織や地区防災計画等を踏まえ、「自

分たちのまちは自分たちで守る」という機運を高め、「自助」、「共助」による取組みを促進する必

要がある。 

避難所などで多様化する被災者のニーズによりきめ細かく対応していくためには、女性の力が

防災分野においても発揮されるよう女性の防災人材育成に取り組んでいくことが必要である。 

○ スタンドパイプの整備を促進すると共に、スタンドパイプの操作向上のための訓練及び普

及促進が必要である。 

○ 避難所運営について、広く区民に参加してもらう必要がある。 

 

３ 消防団の活動体制 

被害想定では、焼失棟数が最大約 2 万 1 千棟に上るなど、火災により大きな被害が発生すると

想定されており、初期消火等の消防団による活動が的確かつ迅速に行われる必要がある。 

区内の消防団は、定員約 1,250 人に対して、現員約 1,075 人となっており、定員充足など消防

団の活動体制を整える必要がある。 

 

４ 事業所等による自助・共助の取組み 

発災時において事業所は、地域の一員としての救助活動等を行うこと、事業継続を通じて地域
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の経済活動や雇用を支えるなど地域住民の生活の安定化に寄与することといった役割を求められ

ている。 

被害想定では、最大約 25 万人の避難者や約 17 万人の帰宅困難者の発生といった大きな被害が

想定されており、発災時における事業所の役割を踏まえて、事業所の防災力を一層向上する必要

がある。 

 

５ ボランティア活動の支援体制 

発災時において、ボランティアは、炊き出しなどの避難所の運営支援や被災住宅のがれき撤去

といった様々な役割を果たすことが期待されている。また、震災関連死をゼロにするためには医

療・福祉・保健衛生等の専門ボランティアとの連携が不可欠である。 

東日本大震災の際には、甚大な被害の影響から、ボランティアが十分に活動できなかった事例

もあった。被害想定では最大約 25万人の避難者の発生が想定されており、首都直下地震等の発生

時にボランティアが円滑に活動することができるよう、ボランティアの派遣をコーディネートす

る体制を構築する必要がある。 

また、一般ボランティア、専門ボランティアなどの応援の受入に関して、区に多数の問い合わ

せがあることを想定し調整を担う体制を整備する必要がある。 

 

６ 多様性に配慮した女性の視点の反映 

過去の災害から、高齢者や障害者、乳幼児などの要配慮者や女性、性的マイノリティなどへの

配慮の必要性、重要性が再認識されており、災害時及び平常時における多様性に配慮した視点、

女性の視点からの準備、対策が必要である。 

○ 防災活動を行っている区民や団体において、多様性に配慮した女性の視点への理解を深め

る必要がある。 

○ 意思決定における女性の参画を推進する必要がある。 

○ 若い世代の視点を防災対策に取り入れるとともに、若い世代を将来の地域防災を担うリー

ダーとして育成する必要がある。 

○ 区の現状を男女、外国人、高齢者、障害者、妊産婦など多様な主体ごとに把握する必要が

ある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 自助による区民の防災力向上 

区民一人ひとりが「自らが防災の担い手」であるとの自覚を高め、防災対策に取り組むよう、

防災意識の啓発を推進する。 

また、区民一人ひとりの初期消火や救出救助、応急救護に関する実践的かつ効果的な防災訓練

を推進していく。 

○ 自助による区民の備蓄を推進する。（区民の備蓄を３日以上、１週間推奨とする。） 

〇 不燃化促進助成制度や耐震化支援制度等の周知を進め、建物の安全性のさらなる向上を図

る。 

〇 避難所生活を回避するため、「在宅避難」を推奨していくとともに、その準備についての普

及・啓発を進める。 

〇 自助・共助による地域防災力の向上を図るため、災害時や停電時に非常用電源として活用

可能な家庭用蓄電池の導入経費の一部を補助するとともに、補助事業の周知を進める。 

〇 在宅避難が困難な場合の縁故避難の考え方もあわせて啓発していく。 

○ 総合的な防災普及啓発の推進により、生涯にわたる自助・共助の精神を育成するとともに、

外国人への情報提供や防災知識の普及等を推進していく。 

 

２ 地域による共助の推進 

地域防災の中心を担う防災区民組織等に対する防災専門家の派遣や、核となる人材の育成を通

じ、地域防災活動の活性化を促進していく。 

また、災害時の区民のニーズにきめ細かく対応するため、地域や職場で防災活動の核となる女

性防災人材の育成を推進していく。 

○ 「自分たちのまちは自分たちで守る」意識の啓発や、地域における初期消火や救出救助、

応急救護に関する実践的かつ効果的な防災訓練を推進していく。 

○ 共助を推進し、さらなる地区防災力の強化を図る観点から、区民が避難所運営に参加でき

る取組みを検討し、防災塾での議論内容や地域の防災対策・備蓄状況等の調査結果を踏まえ

た地区防災計画の策定をしたので、引き続き検証や取組みを進めていく。 

○ 購入物品にスタンドパイプも含む、防災区民組織への資機材助成を引き続き実施するとと

もに、東京消防庁・消防署と連携して操作訓練を行っていく。 

 

３ 消防団の活動体制の充実 

初期消火や救出・救助活動などの活動を発災時に的確かつ迅速に実施できるよう、消防団員の

募集活動や地域住民、東京消防庁・消防署隊等と連携した訓練及び資機材等の整備を推進し、消

防団の活動体制の充実を図っていく。 

 

４ 事業所による自助・共助の強化 

行政や地域との協定締結や、事業所防災計画の作成促進等により、発災時において事業所が自

らの役割を果たすことができよう、事業所の防災力向上を促進していく。 
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５ ボランティア活動の支援体制づくりの推進 

発災時に被災地のニーズに即したボランティア活動が展開されるよう、都及び区、世田谷ボラ

ンティア協会、世田谷区社会福祉協議会、区内 NPO等との連携を強化する。 

世田谷ボランティア協会は、災害ボランティアコーディネーターの養成、ボランティアマッチ

ングセンターの運営体制の整備、ボランティアの派遣調整等に関する訓練等を行うことにより、

ボランティア活動の支援体制づくりを推進していく。 

区は、ボランティアの受入に係るボランティア調整窓口を設置する。 

 

６ 多様性に配慮した女性の視点の反映 

災害時及び平常時における対策に男女共同参画の視点及び外国人、高齢者、若い世代、障害者、

妊産婦等による多様性の視点を反映させる。 

○ 多様性に配慮した女性の視点の理解を深めるために、防災活動を行っている区民や団体を

対象とした勉強会や研修会等を開催する。 

○ 意思決定における女性の参画を推進する。 

○ 避難所単位などエリアを絞った防災対策の取組みを推進し、その中で多様性に配慮した女

性の視点を取り入れる。 多様性に配慮した女性の視点を地域に普及・啓発するための研修

をせたがや女性防災コーディネーターと協働で取り組む。 
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第４節 到達目標 

１ 自助の備えを講じている区民の割合を 100％に到達 

防災啓発物等を活用し、区民が自ら考え、各家庭における備蓄や建物の安全性などの防災対策

が万全になる取組みを進める。また、各主体に対する様々な防災訓練の実施や学校等における幼

児期からの体系的な防災教育の実施により、区民一人ひとりの防災意識及び防災行動力の向上を

図り、区民が、防災を我がこととして捉え、自ら防災対策に取り組む風土を醸成する。さらに、

被災した際も、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等の要配慮者が不安を感じないよう、

普段からの効果的な情報提供を推進する。 

 

２ 地域の防災力向上 

区民相互の災害時の協力・救援体制を地域と行政が協働して進め、地域防災力の向上を図る。

「助けあい」意識を基本とした区民の自主的・主体的な活動が基本となり、「助けあい」意識を共

有できるような地域社会をめざす。 

区民や防災区民組織等を対象とした防災訓練等の推進を図るとともに、要配慮者を含めた地域

ぐるみの防災行動力の向上を図る。 

さらに、27地区における区民参画による地区防災計画を策定したので、計画の検証や取組みの

促進により地区防災力の向上を図る。 

 

３ 消防団活動体制の充実により、災害活動力を向上 

消防団の定員充足率の向上等による体制の充実や発災時における地域住民・東京消防庁・消防

署隊等との連携による円滑な災害活動の推進等を図る。 

 

４ 地域との連携、事業所防災体制を強化 

地震に係る自衛消防活動の充実・強化を図るとともに、防災計画の実効性を確保し、防災区民

組織等との連携することにより、地域全体の自助・共助体制を推進する。 

また、全ての事業所に対する事業所防災計画の作成を推進するとともに、各種の訓練や指導等

を通じた自衛消防隊の活動能力の充実・強化を図るとともに、事業所相互間の協力体制及び防災

区民組織等との連携を強め、保有資機材を活用し、地域との協力体制づくりを推進する。 

 

５ 円滑なボランティア活動のための支援体制を構築 

世田谷ボランティア協会は、町会・自治会や区内大学等の理解促進を図り、災害ボランティア

コーディネーターの計画的な養成、ボランティアマッチングセンターの運営体制の整備等の取組

みを推進し、発災時における円滑なボランティア活動の支援を推進する。 

また、町会・自治会や区内大学等と連携し、災害時のボランティア活動を想定した訓練を毎年

実施すること等により、社会福祉協議会、区内 NPO等とのネットワークを構築する 

 

６ 多様性に配慮した女性の視点の反映 

災害時及び平常時における対策に、多様性に配慮した女性の視点を反映するとともに、地域へ

の普及・啓発を進める 
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○ 多様性に配慮した女性の視点の理解を深めるために、防災活動を行っている区民や団体

を対象とした勉強会や研修会等を継続的に開催する。 

○ 意思決定における女性の参画割合の増加を図る。 

○ 避難所などエリアを絞った防災対策の取組みを推進し、その中で多様性に配慮した女性

の視点を取り入れる。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 自助による区民の防災力向上 ４ 事業所による自助・共助の強化 

２ 地域による共助の推進 ５ ボランティアとの連携 

３ 消防団の活動体制の充実 ６ 区民・行政・事業所等の連携 

７ 多様性に配慮した女性の視点等の反映に

向けた検討 
 

 

１ 自助による区民の防災力向上 

地震災害を発生段階で最小限に食い止めるためには、区民一人ひとりが、震災に対する生活環

境の配慮と発災時の適切な行動の必要性を認識するとともに、自発的に地域の防災活動に参加し

ていくことが基礎となる。 

区民に対する防災知識の普及・広報活動を積極的に行うとともに、区民のための防災訓練を実

施し、防災意識の高揚と地域自主防災活動への積極的参加を促す。また、区民自らが、震災時の

危険性を把握するためまちの点検と、身近なところから自主的な防災上の改善が行われるよう働

きかける。 

 

（１）区民による自助の備え 

区民は、次に掲げる措置をはじめ、「自らの生命は自らが守る」ために必要な防災対策を推進

する。 

○ 自助による３日分以上推奨１週間の食料備蓄 

○ 飲料水（１人１日分の最低必要量３リットル）を３日分以上推奨１週間の備蓄、地域内

の応急給水拠点の確認 

○ 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

○ 日頃からの出火の防止 

○ 消火器、住宅用火災警報器等の住宅用防災機器の準備 

○ 家具類の転倒・落下・移動防止や窓ガラス等の落下防止、窓ガラスへの飛散防止フィル

ム等の貼り付け 

○ ブロック塀の点検補修など、家の外部の安全対策 

○ 水、食料、医薬品、携帯ラジオなど非常持出用品や簡易トイレの準備 

○ 地震が発生した場合の家族の役割分担、避難や安否確認・連絡方法（災害伝言ダイヤル

171、携帯電話の災害用伝言板、遠くの親戚宅等）の各家庭における確認 

○ 買い物や片付けなど日頃の暮らしの中でできる災害への備え 

○ 自転車を安全に利用するための、適切な点検整備 

○ 災害時の情報収集や発信等に重要な携帯電話の充電バッテリー等の準備 

○ 在宅避難に向けた食品や生活用品を備える日常備蓄（ローリングストック）の普及・啓

発（最低３日間分、推奨 1週間分） 

○ 在宅避難に向けた携帯トイレの備蓄（1人 1日約５回の想定、推奨 1週間分） 



第２章 区民と地域の防災力向上 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

56 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

○ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

○ 区、都、東京消防庁・消防署、防災区民組織等が行う防災訓練や防災事業への積極的な

参加、防災に対する知識・行動力の向上 

○ 町会や自治会などが行う、地域の相互協力体制の構築への協力 

○ 避難行動要支援者がいる家庭における、区の定める要件に従って、差支えがない限りで

の、区が作成する「避難行動要支援者名簿」に掲載する名簿情報の避難支援等関係者への

事前提供についての同意及び円滑かつ迅速な避難への備え 

○ 災害発生時に備え、地域内の危険箇所の点検・把握、避難所、避難場所及び避難経路等

の確認・点検 

○ 過去の災害から得られた教訓の伝承等による防災への寄与 

 

（２）防災意識の啓発 

区や各機関はその業務に応じ、区民に対する防災知識の普及・広報活動を積極的に行い、防

災意識の高揚に努める。 

○ 防火・防災知識の普及啓発 

・ 大地震への備えと防災知識の普及 

・ 外国人に対する防災知識の普及 

○ 過去の災害から得られた教訓の伝承等による防災への寄与 

○ 防災啓発物を利用した避難所生活の困難さと在宅避難に向けた準備（食料、生活用品、

携帯トイレ等）の必要性に関する啓発 

○ 災害時区民行動マニュアルの作成 

防災啓発を目的として、災害への備え・災害時の実践的マニュアル・防災資料編等から

成る「災害時区民行動マニュアル」を作成している。日常的な手続きや情報など暮らしの

マニュアルである「せたがや便利帳」と災害時の行動マニュアルの一体化を図り、周知を

図っていく。 

 

① 対策内容と役割分担 

行政等は、区民の危機意識を喚起することにより、区民が「自らが防災の担い手」である

との自覚を高め、家庭内での備蓄や自ら建物の耐震化･不燃化、家具類の転倒・落下・移動防

止、発災時の安否を確認する方法の取り決め等の防災対策に取り組むよう、様々な機会を通

じて啓発を行う。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 
○ 防災マップや防災パンフレット等（全区）の作成・配布 

○ 災害対策や防災情報のホームページへの掲載 

災対地域本部 

○ 防災マップや防災パンフレット等（地域版）の作成・配布 

○ 災害対策や防災情報のホームページへの掲載 

○ 防災教室の実施 

都水道局 
○ 地震発生に際しての水道局の応急対策・水の備蓄方法及び備蓄が

必要な理由に係る広報の実施 
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機関名 対策内容 

警視庁・警察署 

○ 予防として区民等のとるべき措置等に係る広報の実施 

○ 防災展、防災訓練、各種会議、講習会等の機会や巡回連絡、防犯

座談会等、諸警察活動を通じての防災に係る広報活動の実施 

○ 大震災発生時等に交通規制の支援を行う交通規制支援ボランティ

アの充実、教養訓練の実施 

東京消防庁・消防署 

○ 「地震に対する 10の備え」や「地震 その時 10のポイント」、出

火防止、初期消火、救出救助及び応急救護の知識等に係る指導及び

ホームページ・SNS・消防アプリ等による広報の実施 

○ 要配慮者については、「地震から命を守る「７つの問いかけ」」を

活用した意識啓発 

○ 関係団体と連携した効果的な啓発活動の展開 

○ 消防団、災害時支援ボランティア、女性防火組織、消防少年団等

の活動紹介及び加入促進 

○ 消防博物館、都民防災教育センター等における常設展示及び体験

施設による広報の実施 

○ ラジオ、テレビ、新聞等に対する情報提供・取材協力 

○ 出火防止及び初期消火に関する備えの指導 

○ 「はたらく消防の写生会」の開催及び表彰式を活用した防火防災

思想の啓発 

○ 「防火防災診断」（要配慮者宅を中心に各家庭を訪問し、防火防災

上の安全性の確認や住宅用防災機器の設置等に関する指導助言を行

うこと）の実施 

○ 「地域の防火防災功労賞制度」を活用した都民の防災意識の普及

啓発 

京王電鉄 
○ 駅構内・車内放送、京王ホームページ及びポスターなどの掲出に

より情報提供を行う。 

小田急電鉄 
駅構内・車内放送、小田急ホームページ及びポスターの掲出により

情報提供を行う。 

東急電鉄 
○ 駅構内・車内放送、東急電鉄ホームページ及びポスターの掲出に

より情報提供を行う。 

NTT東日本 

通信事業者 

○ 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言ダイヤル（171）、

災害用伝言板（web171）の利用体験、防災パンフレット等の配布 

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）の利用方法

等の紹介 

世田谷サービス公社 

（エフエム世田谷） 

震災時における混乱や被害を最小限にとどめるため、平常時から災害

予防に関するキャンペーン番組等を編成する。 
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機関名 対策内容 

世田谷ケーブルテレ

ビ協議会 

震災等の災害発生時における区民の混乱や被害を最小限にとどめる

ため、平常時から区及びケーブルテレビ事業者間における情報伝達訓

練の実施及び災害予防等に関する告知類の実施に努める。 

日本郵便 
災害時における郵便業務災害特別事務取扱等について、パンフレッ

トや郵便局窓口への掲出等により周知する。 

首都高速道路 ○ 地震発生時の対応などの情報を周知するパンフレットの配布 

東京ガス 

○ マイコンメーターの復帰操作等を記載したパンフレット、チラシ

の配布、およびホームページへの掲載 

○ 東京ガスの防災と安全への取組みや利用者の安全・防災対策の紹

介 

東京電力グループ 

○ 災害時の電気関係の措置や利用者が行う事前の備え、感電事故防

止などについて、ホームページ等へ記載 

○ 停電・復旧情報等のホームページ、携帯サイトへの掲載 

○ 災害に強い設備づくり、万一の災害に備えた復旧態勢の整備等、

具体的な防災対策のホームページへの掲載 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部 

ア 防災教室の実施・防災研修会の実施 

イ 区報（区のおしらせ）の活用 

ウ 防災啓発物の配布 

エ 「防災マップ」の配布 

オ エフエム世田谷の活用 

カ 防災用品等のあっせん、普及促進 

キ ホームページ 

ク 災害・防犯情報メール 

ケ ツイッター 

コ 防災ビデオ・ＤＶＤ 

サ 緊急地震速報の周知 

シ 街路消火器の活用 
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（３）防災教育・防災訓練の充実 

区民一人ひとりの防災行動力の強化をするため直接参加できる防災訓練を実施する。防災区

民組織などが中心となり、自主的に訓練を行えるように啓発や必要な支援を行っていく。 

〔区民参加訓練の種類〕 

訓練名 内容 

避難所運営訓

練 

指定避難所となる小・中学校等を基盤とした避難所運営訓練や避難所

宿泊訓練を実施し、町会・自治会と学校・ＰＴＡとの連携を深める。 

地区防災訓練

等 

地区住民相互の協力関係を推進するため、町会・自治会等地区住民が、

主体となりまちづくりセンターの管内ごとに結集し、実施する。 

防災教室 
防災区民組織や町会・自治会、事業所等が自主的に行う小規模な防災

訓練を実施する。 

 

① 対策内容と役割分担 

各機関は、幼児期から社会人までの継続した総合的な防災教育の推進により、生涯にわた

る自助・共助の精神を育成する。 

防災知識の普及等を推進する際には、性別による視点の違いに配慮し、女性の参画の促進

に努めるとともに、女性や青年など幅広い人材から防災リーダーの育成を支援していく。 

また、区民、防災区民組織等を対象とした防災訓練を充実させ、広報等により訓練参加者

の増加を図っていく。 

機関名 対策内容 

◎災対地域本

部 

○ 防災区民組織の育成・支援 

○ 避難所運営訓練や地区防災訓練、防災教室等の支援・実施 

○ 実践的な防災訓練を通じた区民の防災行動力の向上の推進 

○ 多様性に配慮した女性の視点からの防災対策の普及啓発 

災対区民支援

部 
○ 男女共同参画の視点を踏まえた防災知識の普及・啓発 

警視庁・警察署 
テロ対策のために警視庁・警察署で実施している研修会・合同訓練の実

施と幼稚園、小・中・高校を対象とした防災教育の推進 
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機関名 対策内容 

東京消防庁・消防

署 

○ 区民の防災意識の調査や出火防止対策、初期消火体制等の実態の把

握、効果的な訓練の推進 

○ 防災区民組織等に対する地域特性に応じた実践的な訓練の推進 

○ 出火防止等に関する教育・訓練の実施 

○ 区民の応急救護に関する技能の向上 

○ 教育機関等と連携した総合防災教育の推進 

○ 要配慮者の防災行動力を高めるための訓練の推進 

○ 消防団と連携した防災教育・防災訓練の実施 

○ 女性防火組織、消防少年団及び幼年消防クラブの育成指導の実施 

○ 初歩的な基礎訓練のほか、街区を活用したまちかど防災訓練や発災

対応型訓練など実践的な訓練や都民防災教育センターにおけるＶＲ

（災害疑似体験）コーナー等を活用した体験訓練の実施 

○ ＶＲ防災体験車、起震車、まちかど防災訓練車を活用した身体防護・

出火防止訓練の推進 

○ 都民の自主救護能力の向上に寄与する応急手当普及用資器材の整

備・充実 

○ 区民等に対し、ＡＥＤの使用方法を含めた救命講習を実施するとと

もに、誰もが安心して応急手当を実施できる環境を整備 

○ 一定以上の応急手当技能を有する都民に対する技能の認定等、都民

の応急救護に関する技能の向上 

○ 都立高校等で行われる宿泊防災訓練における総合防災教育の実施 

○ 都教育庁が指定する安全教育推進校における実践的な防災訓練、応

急救護訓練等の実施 

○ 小学生には救命入門コース、中学生には普通救命講習、高校生には上

級救命講習の受講を推奨 

○ 町会・自治会本部を中心に、民生児童委員、町会員等と連携した避難

行動要支援者の安否確認要領及び救出救護要領の確認を取り入れた防

災訓練の実施 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対区民支援部 

○ 男女共同参画センターらぷらすにおいて、研修会等の実施により防災知識の普及啓発

を図る。 

 

  



第２章 区民と地域の防災力向上 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 61 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

（４）外国人支援対策 

① 対策内容と役割分担 

各機関は、在住外国人及び外国人旅行者等に対し、平常時から、防災知識の普及や地域行

事を利用した防災訓練の実施等を推進していく。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民

支援部 

○ 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及を推進 

○ 災害関連標識等の外国語標記の推進 

○ 地域の防災訓練に参加する外国人への支援 

災対地域本

部 

○ 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及を推進 

○ 地域の防災訓練に参加する外国人への支援 

災対統括部 
○ 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及を推進 

○ 災害関連標識等の外国語標記の推進 

都各局 
○ 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及・啓発等 

○ 在住外国人のための防災訓練の実施 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対区民支援部 

○ 各総合支所や地域の国際交流活動団体等 と連携し、外国人参加の防災訓練や防災講座、

防災教室、多言語対応防災マニュアル、防災マップの作成などを通じて防災知識の普及

を図る。 

○ 消火器、街区表示板、避難標識や避難所施設内の掲示物等の外国語標記を推進する。 

○ ボランティア等を活用し、地域の防災訓練に参加する外国人への支援を推進する。 
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２ 地域による共助の推進 

災害時の「助けあい」は、地域社会の日常的な生活における「支えあい」、共に生きる区民相互

の協力が基本となる。災害時の「助けあいネットワーク」の担い手として、町会・自治会等既存

の地域活動団体を中核として、各々の活動目的や活動エリア等から広がっているボランティアや

区内 NPO等多様な分野の区民活動の自主的・積極的な活動とのネットワークづくりを進める。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

防災区民組織 

○ 防災に関する知識の普及や出火防止の徹底 

○ 初期消火、救出救助、応急救護、避難など各種訓練の実施 

○ 消火、救助、炊出資器材等の整備・保守及び簡易トイレ等の備蓄 

○ 地域内の危険箇所の点検・把握及び地域住民への周知 

○ 地域内の避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者の避難

支援プラン（個別計画）作成等の災害時の支援体制の整備 

○ 行政や地域内の企業・事業所との連携・協力体制の整備 

区 

 ○ 災害時の自助と共助の共通意識の啓発 

◎災対地域本部 

○ 防災区民組織等を主体とした地域の区民相互の協力体制づくり

の推進 

○ 災害時に介護や支援が必要な高齢者や障害者、外国人等要配慮者

の救援体制の整備・実施 

災対保健福祉部 ○ 避難行動要支援者の救援体制の整備 

災対区民支援部 〇 外国人等の救援体制の整備 

災対医療衛生部 
○ 在宅で人工呼吸器を使用する方を対象に作成した、災害時に支援

を行う個別支援計画の点検及び支援体制の整備 

警視庁・警察署 

○ テロ対策のために警視庁・全警察署（102署）に展開している地

域版パートナーシップを震災対策に活用した「地域の絆づくり」に

向けた取組み、地域特性に応じた地域防災力強化の推進 

東京消防庁・消防署 

○ 防災意識の啓発（再掲） 

○ 防災教育・防災訓練の充実（再掲） 

○ 軽可搬消防ポンプやスタンドパイプ等を活用した実践的な初期

消火対策を指導し、防災市民組織等における初期消火体制の強化を

推進 

○ 初期消火マニュアルを活用し、防災区民組織等への指導を実施 

○ 防災区民組織のリーダーに対する実践的な講習会等の開催 

○ 防災区民組織の救出救護班員及び区民に対する、救出活動に関す

る知識及び技術の普及・啓発活動の推進 

○ 区と連携した防災区民組織の活性化の推進 

都水道局 
○ 消火栓等及び避難所応急給水栓からの応急給水用資器材の貸与

等による、区と防災区民組織等が自主的に行う応急給水の支援 



第２章 区民と地域の防災力向上 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 63 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

機関名 対策内容 

都総務局 

○ 防災区民組織へ防災の専門家を派遣し、活動を活性化 

○ 都民を対象とする、災害時における自助・共助の重要性や一人ひとりの備え

を周知するための普及イベントを防災機関と連携して開催 

○ 区市町村と連携し、都内全域の防災市民組織リーダーを対象とした、実践的

な研修の実施 

○ 区市町村や事業所と連携し、地域や職場などで防災活動の核となる女性の防

災人材の育成 

民生委員・児童委員 

○ 法に基づくしくみとして区内全域を網羅したネットワークを構成し、平時よ

り担当地区内の高齢者等の見守りを実施 

○ 災害時でも、民生委員・児童委員制度の趣旨に沿った活動を実施 

 

（２）詳細な取組み内容 

広範囲にわたり同時多発する地震災害に対する消火・救助・避難・情報連絡・給食給水等の

応急活動は、防災機関だけでは、ましてや個人の力では、とうてい対処できるものではない。 

地震災害に対しては、地域の区民が、自分たちの地域の生命・財産を守るために、自主的な

協力体制をつくり、普段から活動していくことが必要不可欠である。 

「自分たちのまちは自分たちで守る」という自主防災の基本姿勢に則り、全区、地域、地区

における自主防災活動の推進を図る。 

 

① 防災区民組織の整備・充実 

【実施主体】区災対地域本部、東京消防庁・消防署 

ア 計画目標 

区民が町会や自治会等を母体とした自主的な地域の防災組織を防災区民組織として結

成し、地震災害に対処できる体制を確立する。 

＊防災区民組織一覧〔資料編資料第 14・P16〕 

＊防災区民組織結成現況〔資料編資料第 15・P20〕 

＊防災区民組織の育成に関する要綱〔資料編資料第 16・P21〕 

 

イ 現況 

区は、区内の町会や自治会等の地域の区民組織に対し、防災区民組織の結成を働きか

け、助成金の交付、資機材の供与等必要な支援を行い、防災区民組織の育成強化の促進

を図る。 

 

ウ 事業計画 

（ア）防災区民組織未結成の町会・自治会への結成の働きかけ、育成指導 

＊防災区民組織活動奨励金の交付及び防災資機材の整備の助成に関する要綱 

〔資料編資料第 17・P22〕  

（イ）可搬式消防ポンプ等の配備 

震災時における初期消火及び延焼防止対策の一環として、ポンプ置場・運用人員・

水利等の受け入れ態勢の整った防災区民組織に、C級、D級可搬式消防ポンプを配備し、



第２章 区民と地域の防災力向上 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

64 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

災害時に対応できる防災区民組織の確立を図る。 

また、上記の条件が整わない防災区民組織で、スタンドパイプの活用により初期消

火を行う団体に対しても活動を支援する。 

（ウ）防災区民組織の充実 

地震時における迅速、的確な防災行動力を身につけるため、防災区民組織にあって

は平素から初期消火、救出等の各種防災訓練を活発に行い、また、発災時の防災活動

に必要な知識及び技術を習得しておくことが必要である。 

このために、次の事項を推進し、組織の充実・活性化を図る。 

Ａ 防災に関する知識の普及及び出火防止の徹底を図る。 

Ｂ 初期消火、救出救助等各種訓練を実施する。 

Ｃ 地域内の火災や救助に関する危険個所や避難行動要支援者を把握する。 

Ｄ 組織の役割分担の明確化及び情報連絡体制の確立を図る。 

（エ）防災区民組織と事業所等との連携体制 

地震による火災等の災害から区民や地域社会を守るためには、地域ぐるみの対応が

必要であり、このため、地域の防災区民組織と事業所の自衛消防組織等が相互に協力

して連携できる体制を整備する。また、店舗併用住宅のような防火管理義務のない小

規模事業所については、地域の防災区民組織等の一員として活動するよう指導する。 

 

② 世田谷区区民防災会議の運営 

ア 計画目標 

「区民防災会議」は、地域や地区における区民主体の自主防災活動の調整や防災関係

機関及びライフライン機関との連携などの場となるとともに、災害時の「助けあいネッ

トワーク」づくりの推進主体としての役割を担う。 

＊世田谷区区民防災会議規約〔資料編資料第 18・P29〕 

イ 基本構成 

地域や地区の身近な防災活動の中心である町会・自治会組織を基盤とした防災区民組

織、学校協議会、PTAや民生委員協議会、日赤、民間非営利団体等多様な分野の地域活動

団体、高校や大学などの国公立や私立の学校施設、商店街や事業所等も含め、各々の地

域特性や取り組み状況に合わせて、編成する。 

ウ 推進手順 

昭和 54 年に設置の世田谷区区民防災会議の前身である地域防災推進協議会を基本と

して、全区・地域・地区の活動レベルに合わせて、充実・再編成を行い区民防災会議の

機能強化を進める。 

（ア）世田谷区区民防災会議 

災害時の助けあいネットワークの調整組織 

（イ）○○地域区民防災会議 

災害時の助けあいネットワークの推進組織 

（ウ）○○地区区民防災会議 

災害時の助けあいネットワークの実践組織 
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（エ）基本組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世 田 谷 区 区 民 防 災 会 議 

総 会 

（総合支所） 

○○地区区民防災会議 

世 田 谷 区 区 民 防 災 会 議 

基

本

構

成

例

示 

 
商店会 
日赤奉仕団 
婦人会 
消防団 
高齢者クラブ 
小学校ＰＴＡ 
中学校ＰＴＡ 
小学校校長 
中学校校長 

 
町会・自治会 
身近なまちづくり推進委員 
青少年地区委員 
 
 

 
大学施設 
高校施設 
商業施設自営消防組織 
事業所自衛消防施設 
青年会議所 
商工会議所 
各種ボランティア団体 
広域避難場所内施設 
民間協力協定団体 
etc 地区内施設/団体 

 
高層ビル自衛消防組織 
マンション管理組合 
保育園施設 
幼稚園施設 
社会福祉法人 
医療機関 
福祉避難所協定施設等 

地

区

特

性

に

応

じ

た

例

示 

 

役 員 会 

正 副 会 長 会 

総 会 

（まちづくりセンター） 

 

地
域
委
員
会 

防災機関・ライフライン機関[オブザーバー] 

 

専
門
委
員
会 

世田谷区 

防災会議 

○○地域区民防災会議 
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③ 世田谷区地域防災リーダーの育成等 

○ 町会・自治会等の防災区民組織で活動する区民を主な対象として、世田谷区地域防災リ

ーダー養成講座を実施し、平成 17年度からの３年間で、約 300名の世田谷区地域防災リー

ダーを養成した。養成後は、講座で培った知識や技術を活かして、町会・自治会等で実施

する防災訓練等に参加するとともに、地域防災リーダーに対するフォローアップ研修など

を通じた支援を行っている。 

○ 避難所運営本部強化のための人材育成として、避難所運営本部の構成員等に対する防災

士認証登録支援を行う。 

○ 防災活動を行っている区民や団体等を対象に、男女共同参画の勉強会や研修会等を開催

する。 

 

 

３ 消防団の活動体制の充実 

（１）対策内容と役割分担 

消防団は、常備消防、行政機関と防災区民組織や区民との間をつなぐ存在であり、公助を担

う消防機関であるとともに、地域における共助活動の中心的存在でもある。 

各機関は、消防団員がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、活動しやすい環境や資機材

の整備など、消防団の活動を支援し、その体制の強化を推進する。 

機関名 対策内容 

東京消防庁・消防署・消

防団 

○ 消防団員の確保 

○ 消防団員の教育訓練 

○ 消防団資機材・分団本部施設等の整備 

○ 地域等と連携した防災対策の推進 
区 

◎災対地域本部 

災対統括部 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】東京消防庁・消防署・消防団、区災対地域本部、区災対統括部 

○ 消防団の存在と活動を知ってもらう広報や女性、学生、会社員などをターゲットにした

消防団員の募集広報を積極的に展開し、消防団員の確保策を更に促進する。 

○ 女性、学生などの対象に応じたリーフレットや消防団を紹介するホームページの活用な

ど、多様な手法で消防団をＰＲし、入団等を促進する。また、特別区では、消防団員の活

動環境の整備、消防団の相互連携体制の構築等を進める。 

○ 教育訓練の推進による消防団員の応急救護技能の向上を図る。 

○ 新入団員への入団教育を充実し、災害活動技能の早期習得を図る。 

○ 消防団員が有している重機操作、自動車等運転の各種資格を震災等の大規模災害時に有

効に活用できるよう訓練を推進する。また、消防団に対し機能別団員制度の周知を図る。 

○ 消防団の活動等に係る自主学習用教材を活用するなど、団員の生活に配慮した訓練方法

により、団員の仕事や家庭との両立を図る。 

○ 地域住民等に対する防火防災教育訓練を通じて消防団と地域住民等との連携を強化し、

地域防災力の向上を図る。 
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○ 震災時の火災対応や救助活動を実施するため、消防団活動の拠点となる分団本部施設の

整備をはじめ、活動に必要な資機材や可搬ポンプ積載車（緊急自動車）等を整備する。 

○ 各種資機材を活用して地域特性に応じた教育訓練を実施し、災害活動能力及び安全管理

能力の向上を図る。 

○ 消防団に積極的に協力している事業所を「消防団協力事業所」として認定し、地域防災

体制の一層の充実を図る。 

○ 消防団員への訓練に e-ラーニングを活用するなど、能力開発の推進を図る。 

 

 

４ 事業所等による自助・共助の強化 

（１）対策内容と役割分担 

各機関は、地域との協定締結の促進や合同訓練の実施、事業所防災計画の作成促進等により、

事業者の防災力を向上させる。 

 

機関名 対策内容 

事業所等 

○ 災害時の企業の果たす役割として帰宅困難者対策や事業継続計

画（BCP）などの策定 

○ 組織力を活用した地域活動への参加、防災区民組織等との協力、

帰宅困難者対策の確立など地域社会の安全性向上対策 

区 
◎災対地域本部 

災対区民支援部 

○ 事業所相互間の協力体制等との連携を強めるなど、地域との協

力体制づくりを推進 

東京消防庁・消防署・消

防団 

○ 事業所の自衛消防に関する活動能力の充実、強化 

○ 事業所の救出・救護活動能力の向上 

○ 事業所防災計画の作成指導 

○ 危険物施設等の防災組織に対し、消防法等に基づき、自衛消防

組織の結成を指導 

○ 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者等の各種消防技術者及

び区民を対象とした講習会等の実施 

○ 事業所防災計画作成促進を目的とした冊子の作成・配布 

○ 東京都震災対策条例第 11条の都市ガス、電気、通信その他の防

災対策上重要な施設に指定された事業所との連携訓練の実施 

○ 区民や事業所を対象とした応急救護知識・技術の普及 

都総務局 ○ 事業所相互間の協力体制の推進 

都環境局 
○ 高圧ガス保安について、地域防災協議会の充実、防災計画の策定を指導 

○ 火薬類の保安について、平常時、震災時等の自主保安体制の整備を指導 

都産業労働局 

○ 都内中小企業の BCPの策定に係る取組みを支援 

○ BCPの実効性を高めるため、企業が取り組む対策に係る費用の一部を補助 

○ 都内中小企業が開発・製造した防災製品等の改良・実用化を支援 
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（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部 

○ 事業所相互間及び事業所と防災区民組織等の連携の重要性について、広く啓発に努める。 

 

【実施主体】事業所等 

○ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、帰宅困難者対策、事業

の継続、地域貢献・地域との共生）を果たすため、次のような対策を図る。 

・ 帰宅困難者対策に係る「大規模な集客施設や駅等における帰宅困難者対策ガイドライ

ン」を参考に、利用者の保護に係る計画を作成し、あらかじめ事業所防災計画や事業継

続計画（BCP）等の計画に反映 

・ 社屋内外の安全化、防災資器材や水、食料等の非常用品の備蓄（従業員の３日分が目

安）等、従業員や顧客の安全確保対策、安否確認体制の整備 

・ 災害時における重要業務継続のための事業継続計画（BCP）を策定し、事業活動拠点で

ある事務所、工場等の耐震化の推進、事業のバックアップのシステムやオフィスの確保、

災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認などの事前対策の推進 

・ 組織力を活用した地域活動への参加、帰宅困難者対策の確立など地域社会の安全性向

上対策 

・ 地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止

を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

・ 要配慮者利用施設においては、介護保険法関係法令等に基づき自然災害からの避難を

含む非常災害に関する具体的計画を作成 

○ 自衛消防隊が、震災に備えた装備を活用し、発災初期段階での救出・救護活動を行える

よう、自衛消防隊員その他の従業員等の救出技術の向上を図る。 

•  防火管理者の選任を要する事業所 

消防法第８条、第８条の２等により、規定された自衛消防隊の訓練等の指導を推進す

る。 

•  自衛消防組織の設置義務のある事業所 

消防法第８条の２の５により設置された自衛消防組織が災害発生時に効果的な対応が

できるように組織行動力の育成を推進する。 

•  防災管理者の選任を要する事業所 

消防法第 36条により、隊の編成、避難訓練の実施などが規定されている自衛消防組織

が、災害発生時に効果的な対応ができるように組織行動力の育成を推進する。 

•  自衛消防活動中核要員の配置義務のある事業所 

‐ ホテル、旅館、百貨店など多数の収容人員を有する一定規模以上の事業所は、火災

予防条例第 55条の５により、自衛消防技術認定証を有する者を配置することが義務付

けられている。 

‐ 自衛消防活動中核要員を中心とした自衛消防訓練等の指導を推進する。 

‐ 自衛消防活動中核要員の装備として、救出器具、応急手当用具の配置を推進する。 

•  防火管理者及び防災管理者の選任を要しない事業所 
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火災予防条例第 55条の４により、自衛消防活動を効果的に行うため自衛消防の組織

を編成し、自衛消防訓練を行うよう努めることが規定されている。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 事業所防災計画の作成指導 

事業所で使用する火気及び危険物等は一般家庭より規模が大きく、また、火気使用設備

器具も多種類であり、それだけ、地震時における発災の危険性も無視できない。このため、

事業者は、その用途や規模にかかわらず事業所単位に「事業所防災計画」が義務付けられ

ていることを指導する。 

事業所に対し、事業所防災計画の作成促進を目的とした冊子を配布し、東京都震災対策

条例第 10 条及び第 11 条に基づく事業所防災計画の作成を指導し、事業所の自主防災体制

の充実強化を図る。 

 

５ ボランティアとの連携 

（１）一般ボランティアとの連携 

大規模災害における被災地のニーズに即した円滑なボランティア活動を支援するため、各機

関は平常時より市民活動団体等を含め、相互に連携を図る。 

機関名 活動内容 

区 

◎災対保健福祉

部 

○ 世田谷ボランティア協会、社会福祉協議会等との連携によるボラ

ンティアマッチングセンターの設置・運営体制の構築 

○ 平常時から、世田谷ボランティア協会、社会福祉協議会等と協働

し、幅広いネットワークを構築 

災対区民支援部 
○ 平常時から、市民活動団体等と協働し、幅広いネットワークを構

築 

災対統括部 ○ ボランティアマッチングセンターの場の確保 

災対地域本部 ○ 災害に備えた地域とのネットワークづくり 

世田谷ボランティア

協会 

○ 防災・災害に関する啓発活動や訓練 

○ 発災時に活動するボランティアコーディネーターの養成 

○ 災害に備えたネットワークづくり 

○ 専門ボランティア等の人材登録 

○ ボランティアマッチングセンターの場の確保（区災対統括部、協

定締結大学との連携）と運営体制の整備 

○ 一般ボランティアの募集の事前準備 

○ ボランティアの区内の移動手段に関する事前調整 

社会福祉協議会 
○ 在宅避難者の支援に係るボランティアニーズの情報収集体制の構

築 

せたがや防災 NPO ア

クション 

○ 区内外 NPO等のネットワークの構築 

○ 災害時の活動の具体化に向け、事前に検討を実施 

都各局 ○ 東京ボランティア・市民活動センターとの連携による災害ボランティアコー



第２章 区民と地域の防災力向上 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

70 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
２
章 区

民
と
地
域
の
防
災
力
向
上 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

機関名 活動内容 

ディネーターの計画的な養成、東京都災害ボランティアセンターの設置・運営

訓練等を実施 

〇 防災（語学）ボランティア、応急危険度判定員、被災宅地危険度判定士、建設

防災ボランティア等との連携 

〇 発災時、東京ボランティア・市民活動センター内に設置する東京都災害ボラ

ンティアセンターの代替設置場所を確保 

 

（２）専門ボランティアとの連携 

区災対各部（各専門ボランティアの担当部）は、防災・災害に関する啓発活動や訓練、発災

時に活動するボランティアの養成、活動場所の確保などを実施する。 

 

（３）東京都防災ボランティア等との連携 

都は、平成７年５月「東京都防災ボランティアに関する要綱」を策定し、事前に講習や訓練

を実施する登録制度を採用して、ボランティアの拡充を推進している。 

〔東京都防災ボランティア等の概要〕 

機関名 要件 活動内容 

都生活文化局 

《防災（語学）ボランティア》 

一定以上の語学能力を有する者

(満 18 歳以上の都内在住、在勤、在

学者) 

大規模な災害発生時において、語学

力を活用し、被災外国人等を支援 

都都市整備局 

《応急危険度判定員》 

１級建築士、２級建築士、木造建

築士等 

余震等による二次災害を防止する

ため、短時間でその建築物の当面の使

用の可否を判定 

都都市整備局 

《被災宅地危険度判定士》 

宅地造成等規制法施行令規定する

土木又は建築技術者 

宅地が大規模に被災した場合に、被

害の発生状況を把握し、危険度判定を

実施 

都建設局 

《建設防災ボランティア》 

公共土木施設の被災状況について

一定の把握ができる知識を有する者 

都立公園等避難場所における管理

業務支援、公共土木施設等の被災状況

の把握 

＊東京都防災ボランティア等一覧〔資料編資料第 19・P33〕 

（４）交通規制支援ボランティアとの連携 

〔交通規制支援ボランティアの概要〕 

機関名 要件 活動内容 

警視庁・警察署 

警察署の管轄区域内に居住

し、又は活動拠点を有している

者で、大震災等の発生時に、警

察署長からの要請により交通規

制の支援を行う者 

交通の整理誘導、交通広報並びに交通

規制用装備資器（機）材の搬送及び設置

などの活動 

＊東京都防災ボランティア等一覧〔資料編資料第 19・P33〕  
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（５）東京消防庁災害時支援ボランティアとの連携 

東京消防庁では、震度６弱以上の地震や大規模な自然災害が発生した場合、あらかじめ登録

した消防署へ自主的に参集し、消防活動を支援する専門ボランティアとして「災害時支援ボラ

ンティア」の募集及び育成を行っている。 

＊東京都防災ボランティア等一覧〔資料編資料第 19・P33〕 

 

（６）赤十字ボランティアとの連携 

主に災害発生直後から復旧にかけての期間において、日本赤十字社世田谷支部は避難所等に

おいて、被災者の自立支援と被災地の復興支援を目的に支援活動を行う。 

＊東京都防災ボランティア等一覧〔資料編資料第 19・P33〕 

 

６ 区民・行政・事業所等の連携 

（１）対策内容と役割分担 

各主体は、従来の区民、地域コミュニティ、行政、事業所、ボランティア等が個別に実施し

ていた対策の垣根を取り払い、平常時から相互に連携協力しあうネットワークを形成していく。 

機関名 対策内容 

区 

災対地域本部 

○ 地域、事業所、ボランティア間相互の連携体制の推進 

○ 町会・自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニティの

活性化対策を図り、地域の防災まちづくりへの積極的な参加等を

促すなど地域防災体制の強化促進 

○ 防災訓練等の実施 

○ 地区防災計画の作成の推進・支援 

災対保健福祉部 ○ 避難行動要支援者の支援ネットワークの推進 

災対区民支援部 ○ ボランティアとの平常時からの連携 

世田谷ボランティア協

会 

○ 区や社会福祉協議会、区内 NPOとの連携 

○ 防災訓練等への参加 

社会福祉協議会 
○ 区や世田谷ボランティア協会、区内 NPOとの連携 

○ 防災訓練等への参加 

区内 NPO 

○ 区や世田谷ボランティア協会、社会福祉協議会との連携 

○ 防災訓練等への参加 

○ NPOネットワーク同士で訓練の実施 

東京消防庁・消防署・消

防団 

○ 区民及び事業所等との協働による、自助・共助による応急手当

の普及促進 

事業所 ○ 地域で実施する防災訓練への参加の推進 

都各局 

○ 相互に連携協力しあうネットワークを形成するため、各種対策を推進 

○ 区市町村が行う地域相互支援ネットワークの育成の促進について、情報提

供などの必要な施策の推進 
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（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区、東京消防庁・消防署・消防団 

○ 応急手当の普及促進のため、専門的な知識技能を有する消防団、災害時支援ボランティ

ア等と協働した救命講習会の実施を推進する。 

○ 区及び関係防災機関は、地域の防災市民組織、事業所、ボランティア等が相互に連携す

るための協議会の設置や情報連絡体制の確保など、協力体制の推進を図るとともに、地域

住民が主体となった合同防災訓練の充実を図る。 

○ まちづくりセンター単位で、町会・自治会、民生・児童委員、ＰＴＡ、商店街、社会福祉

協議会、事業所など多様な団体等が作成主体となった地区防災計画を、防災塾を通じて 27

箇所で策定したので、地域防災計画に位置づける。今後は、計画の検証や取組みを通じて

地区防災力の向上を目指す。（別冊「地区防災計画編」参照） 

 

【実施主体】事業所、ＮＰＯ 

○ 災害時に対応できるようＮＰＯ同士のネットワークで防災訓練を行う。 

 

７ 多様性に配慮した女性の視点の反映 

（１）対策内容と役割分担 

各機関は、女性や子ども、若い世代等の様々な主体に防災への参画を促すとともに、多様な

視点を防災計画に取り入れることにより、地域の防災力を向上させる。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援

部 

○ 有識者の知見を得ながら、男女共同参画等について継続的な検討

の実施 

災対統括部 

災対地域本部 

○ 男女共同参画に関する勉強会・研修の実施 

○ 防災における女性、子ども、若い世代等の参画の促進 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対統括部、区災対地域本部 

災害時及び平常時における対策に、多様性に配慮した女性の視点を反映させる。○ 区民を

対象にした男女共同参画に関する研修・勉強会を行う。 

○ 意思決定における女性の参画を推進するため、女性のリーダーを育成する。 

○ 避難所運営組織や地域の防災組織等を対象に、多様性に配慮した女性の視点を反映した

「世田谷版 HUG」を活用した研修を女性防災コーディネーターと協働して実施し、地域への

普及・啓発を進める。 

○ 女性防災コーディネーターが地域で活躍できるよう、被災事例等を学ぶ機会や地域への

啓発の機会を確保するなど適切なフォローを行う。 
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第２ 応急対策 

１ 自助による応急対策の実施 ４ 事業所による応急対策の実施 

２ 地域による応急対策の実施 ５ ボランティアとの連携 

３ 消防団による応急対策の実施  

 

１ 自助による応急対策の実施 

（１）区民自身による応急対策 

○ 発災時には、まず自身と家族の身を守り、次に出火を防止する。 

○ 災害情報、避難情報の収集を行い、避難所においては自ら活動する。 

○ 地震発生後数日間は、上下水道・ガス・電気・電話等ライフラインをはじめ、食料の

供給が途絶える可能性が高いため、当面は、あらかじめ各家庭で準備しておいた食料・

水・生活必需品を活用する。 

 

（２）外国人の情報収集等に係る支援 

① 対策内容と役割分担 

各機関は、在住外国人及び外国人旅行者に対し、必要とする情報の収集・提供を円滑に

行う。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支

援部 

○ 在住外国人への情報提供 

○ 外国人災害時情報センターとの情報交換 

災対地域本部 ○ 在住外国人への情報提供 

世田谷ボランティ

ア協会 

○ 都災害ボランティアセンターへの派遣要請 

○ おたがいさま bankに登録された語学ボランティアの派遣 

都政策企画局 ○ 在京大使館等との連絡調整 

都総務局 

○ 東京都防災ホームページ、東京都防災アプリを介して、多言語での災害情報の発

信等を行う。 

○ Ｌアラートを利用して、東京都等が保有するデジタルサイネージにおいて、災害

時に多言語での発信を行う。 

都生活文化局 

○ 外国人災害時情報センターの業務の実施 

災害時の被災外国人への対応として、都庁に外国人災害時情報センターを開設

し、次の業務を実施 

•  外国人が必要とする情報の収集・提供 

•  区市町村等が行う外国人への情報提供に対する支援 

•  東京都防災（語学）ボランティアの派遣 

○ 被災者臨時相談窓口における外国人からの問い合わせ対応 

○ 東京都国際交流委員会と連携して、他都道府県等の地域国際化協会などから広域

支援の受入れ等を実施 

都産業労働局 

○ 外国人旅行者に対する情報提供への協力 

・ 東京観光情報センター、都が設置・提供するデジタルサイネージや無料Ｗｉ－

Ｆｉサービス、東京の観光公式サイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」等を活用した情報提供 

観光関連事業者等 ○ 外国人旅行者の案内、誘導、情報提供 
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大使館
外国機関

都政策企画局 東京都災害対策本部

外国人災害時情報センター

外国人が必要とする情報の収集・提供
行政情報等の翻訳

東京都防災（語学）ボランティアの派遣

世田谷区

東京都災害ボランティア
センター

せたがや災害ボランティアセンター

東京都防災（語学）
ボランティア

避難所

外国人

情
報
提
供

外国人

派
遣
要
請

派
遣
要
請

派
遣
要
請 派

遣
要
請

派
遣

情報 情報

情報

・通訳
・避難所内掲示物の翻訳

ボランティアマッチングセンター
【５地域】世田谷、北沢、玉川、砧、烏山

派
遣
要
請
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２ 地域による応急対策の実施 

（１）対策内容と役割分担 

防災区民組織や事業所等は、自らの身の安全を図るとともに、地域防災力の中核である消

防団と連携し発災初期における初期消火、救出救助、応急救護活動等を実施する。 

機関名 対策内容 

防災区民組織 

○ 近隣での助け合い（出火防止、初期消火、救助等） 

○ 安否や被害についての情報収集 

○ 初期消火活動 

○ 救出活動 

○ 負傷者の手当・搬送 

○ 区民の避難誘導活動 

○ 避難行動要支援者等の避難支援 

○ 避難所運営 

○ 区及び関係機関の情報伝達 

○ 炊出し等の給食・給水活動 等 

消防団 

○ 消防隊と連携した消火活動 

○ 地域住民との協働による救助活動、応急救護活動 

○ 災害情報の収集・伝達活動 

○ 住民指導、避難勧告・指示の伝達、避難者の安全確保等 

事業所 
○ 事業所相互間の協力体制及び防災区民組織等との連携による消火活動、救護活

動等の支援 

 

（２）詳細な取組内容 

【実施主体】防災区民組織 

○ 区民消火隊等による活動 

火災が発生した場合は、防災区民組織が協力して、スタンドパイプ等を活用した初期

消火を実施する。 

なお、地域で行う初期消火活動は、火災の拡大防止を主眼に行い、資器材の能力や市

街地の特性を勘案して行う。消防団員や消防隊が到着後は、その指示に従う。 

○ 救出・救護活動 

地域の資器材保管場所や最寄りの消防署等にある簡易救助資器材を活用する。 

倒壊建物等の二次災害の防止を図り、負傷者の救出を実施し、負傷者に対し、応急救

護を実施するとともに、救護所への搬送を実施する。 

また、要配慮者のうち、避難行動要支援者名簿掲載者については、名簿をもとに安否

確認を行うとともに、消防団等と連携して、避難誘導や救出・救護を行う。 

○ 避難所運営支援 

避難所運営主体である区や地域住民と連携し、女性や要配慮者等の視点を踏まえた避

難所運営支援を行う。 
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３ 消防団による応急対策の実施 

○ 発災と同時に付近の区民に対して出火防止と初期消火の呼びかけを行う。 

○ 災害の初期対応を行うとともに、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集を行い、

携帯無線機等を活用し、消防団本部等に伝達する。 

○ 同時多発火災の拡大防止を図るため、消防署隊との連携を一層強化し、分団受持区域内

の建物等の消火活動及び避難道路防護活動を消防団独自に、又は消防署隊と連携して行う。 

○ 所轄消防署（所）の消火活動等の応援をするとともに、活動障害を排除する等の活動を

行う。 

○ 救助器具等を活用し、地域住民との協働による救出活動を行うとともに、負傷者に対す

る応急措置を行い、安全な場所へ搬送を行う。 

○ 避難勧告等が出された場合は、これを地域住民に伝達すると同時に、関係機関と連絡を

とりながら、地域住民の避難誘導、避難者の安全確保及び避難場所の防護活動を行う。 

 

 

４ 事業所による応急対策の実施 

○ 来訪者や従業員等の安全を確保し、初期救出、初期救護を行う。 

○ 出火防止を実施する。 

○ 火災が発生した場合には安全確保した上で初期消火を実施する。 

○ 正確な情報を収集し、来訪者や従業員等に提供する。 

○ 施設の安全を確認した上で、従業員の一斉帰宅を抑制する。 

○ 事業所での災害対策完了後、地域の消火活動、救出、救助活動を実施する。 

○ 応急対策後は、事業の継続に努め、地域住民の生活安定化に寄与する。 

 

５ ボランティアとの連携 

災害発生後の区民の避難生活や復旧・復興の支援には、行政や防災関係機関、被災者自身の

努力のみならず、各地から駆けつけるボランティアの協力を欠かすことができない。 

区は、世田谷ボランティア協会、世田谷区社会福祉協議会、区内 NPO 等と相互に連携し、ボ

ランティアの円滑な受け入れ、ボランティア要望の的確な把握とボランティアの効果的な連携

を図るための施策を進めることとする。 

 

（１）対策内容と役割分担 

区、世田谷ボランティア協会、世田谷区社会福祉協議会、区内 NPO は、災害時におけるボ

ランティア活動の支援について、相互に協定を締結し、協力することとする。 

＊災害時におけるボランティア活動等に関する協定書（世田谷ボランティア協会） 

〔資料編資料協定第 66・P482〕 

＊災害時における活動等に関する協定書（世田谷区社会福祉協議会） 

〔資料編資料協定第 77・P506〕 

＊災害時における被災者支援活動に関する協定 

（世田谷ボランティア協会・世田谷区社会福祉協議会）〔資料編資料協定第 78・P508〕 
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機関名 対策内容 

区 

◎災対保健福祉

部 

○ 世田谷ボランティア協会等との協働によるボランティアマッチン

グセンターの設置・運営支援 

○ ボランティア活動支援については、地域に精通した世田谷ボラン

ティア協会が中心となり、必要な情報や資器材等を提供し、ボランテ

ィア等を直接的に支援 

○ ボランティア活動に係る必要な物資の支援 

○ 一般ボランティアのボランティアマッチングセンターへの誘導 

○ せたがや災害ボランティアセンターとの連絡調整 

○ 災対各部のボランティア要望の調査・集約 

○ 専門ボランティアの総合調整 

災対地域本部 

○ 世田谷ボランティア協会等との連携による地域でのボランティア

マッチングセンターの運営支援 

○ ボランティア活動支援については、地域に精通した世田谷ボラン

ティア協会が中心となり、必要な情報や資器材等を提供し、ボランテ

ィア等の支援に協力 

○ ボランティア要望の情報集約及びボランティアマッチングセンタ

ーへの情報提供 

○ ボランティアマッチングセンターの開設場所の確保等への協力 

災対各部 

【専門ボランティアの受入れ】 

○ 専門性を必要とする応援職員の確保について都等との調整を実施 

○ 専門性を必要とする業務への応援職員の配属 

世田谷ボランティア協

会 

○ ボランティアの受け入れ、登録、コーディネート等、ボランティア

活動の支援 

○ 各地域ごとに「ボランティアマッチングセンター」を開設し、ボラ

ンティアの受け入れや登録、避難所や避難者宅へ派遣 

○ ボランティアから被災状況や新たなボランティア要望等の情報収

集 

○ 東京都災害ボランティアセンターとの連絡調整 

社会福祉協議会 
○ ボランティア要望の情報収集 

○ 避難所や自宅で避難している区民への福祉的サポート 

せたがや防災 NPO アク

ション 

○ 平時から構築してきたネットワークを通じて、自らの専門性を活

かして避難所や自宅で避難している区民へのサポートを実施 

警視庁・警察署 ○ 交通規制支援ボランティアへの支援要請 

東京消防庁・消防署 
○ 東京消防庁災害時支援ボランティア受入本部の設置 

○ 東京消防庁災害時支援ボランティアへの活動要請 

区内の協定締結大学 ○ ボランティアマッチングセンターの設置場所の提供 

都各局、東京ボランティ

ア・市民活動センター 

○ 都と協働で東京都災害ボランティアセンターを設置、市民活動団体と協働で東

京都災害ボランティアセンターを運営し、区市町村災害ボランティアセンターや

市民活動団体等を支援 
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機関名 対策内容 

○ 災害ボランティアコーディネーターの区市町村災害ボランティアセンターへ

の派遣 

○ 区市町村災害ボランティアセンターの設置・運営支援 

○ 被災区市町村のボランティアニーズ等の収集及びボランティアの受入れ状況

等の情報提供 

○ 資器材やボランティア等の区市町村間の需給調整 

○ ボランティア支援団体の全国的なネットワーク組織との連携 

 

 

（２）業務手順 

① ボランティアの受入方針 

○ 区外ボランティアの受入れは、発災４日目以降に行うことを基本とする。なお、発

災から３日間は、区、ボランティア協会等の関係者は、区外ボランティアの受入れに

向けて、広報、連絡体制の確認、受入体制の確保等の準備を行う。 

○ 発災から３日間は、区民の助け合いで乗り切る。なお、区民等から避難所運営の手

伝い等の申し出を受けた場合には、避難所運営委員会に取り次ぐ。 

○ ボランティアの受入れの際は、「３つの密」（密集・密接・密閉）に配慮し、マスクの

着用、手洗い・手指消毒等基本的な感染防止対策を導入することにくわえて、感染及

び感染拡大のリスクを可能な限り低減し実施する。 

 

② 一般ボランティアの受入体制 

〇 区内５箇所に設置する「ボランティアマッチングセンター」で一般ボランティアの

受付等を行い、避難所・地区を支援するボランティア窓口（サテライト）において、ニ

ーズのマッチングを行い、避難所や在宅被災者宅へボランティアを派遣する。 

〇 せたがや災害ボランティアセンター（世田谷ボランティア協会内に常設）で、ボラ

ンティアマッチングセンターの運営に係る情報共有や連絡調整を行う。 

〇 避難所では、避難所運営委員会と世田谷ボランティア協会から派遣される「ボラン

ティアコーディネーター」が連携し、避難所運営等において一般ボランティアととも

に活動する。 
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ボランティアマッチングセンター
【５地域】世田谷、北沢、玉川、砧、烏山

区 世田谷ボランティア協会
協働による
設置、運営

東京都災害ボランティアセンター

市民活動団体等

情報提供
及び支援

現地の被害（支援）
状況の把握

※一般ボランティア等

参集

※専門知識・技術や経
験に関係なく労力等
を提供する（避難所
運営やがれき撤去
等）ボランティア

せたがや災害ボランティアセンター

情報共有
連絡調整

大学
（区との協定に基づく場所の提供）

避難所・地区を支援する
ボランティア窓口
（サテライト）

避難所・在宅避難者

運営：東京ボランティア市民活動センター・市民活動団体等
（設置：東京ボランティア市民活動センター・東京都生活文化局）

国・地方公共団体

東
京
都
（
災
害
対
策
本
部
）

世
田
谷
区
（
災
害
対
策
本
部
）

情報提供
及び支援

現地の被害（支援）
状況の把握

支援
現地の要請
ニーズ把握
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③ 専門ボランティアの受入体制 

一般市民による専門ボランティアについてはせたがや災害ボランティアセンターにて受入を行う。 

 

（３）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部、区災対各部、世田谷ボランティア協会、

社会福祉協議会、区内 NPO、区内の協定締結大学 

 

① 受入体制 

ア 一般ボランティアの受入体制 

（ア）せたがや災害ボランティアセンターの運営 

せたがや災害ボランティアセンターは、世田谷ボランティア協会における災害対応

組織として円滑なボランティア活動を支援するため、次の活動を行う。 

○ ボランティア活動に関する情報提供・問合せ対応 

○ おたがいさま bankやネットワークを活用した活動呼びかけ 

○ おたがいさま bankに登録された語学ボランティアの派遣調整 

○ ボランティアマッチングセンターの運営に関する指示・連絡調整 

○ 区、社会福祉協議会、区内 NPO、町会等との協議 

 

（イ）ボランティアマッチングセンターの設置・運営 

○ 世田谷ボランティア協会、区災対地域本部、区内の協定締結大学が連携し、区

内５箇所に「ボランティアマッチングセンター」を設置する。 

【ボランティアマッチングセンターの設置場所】 

総合支所 設置場所（協定締結先） 住所 

世田谷 昭和女子大学 世田谷区太子堂 1－7－57 

北沢 国士舘大学 世田谷区世田谷 4－28－1 

玉川 日本体育大学 世田谷区深沢 7－1－1 

砧 日本大学商学部 世田谷区砧 5－2－1 

烏山 日本女子体育大学 世田谷区北烏山 8－19－1 

 

（ウ）避難所におけるボランティアとの連携 

○ 世田谷ボランティア協会は、避難所・地区を支援するボランティア窓口（サテ

ライト）に「ボランティアコーディネーター」を派遣する。 

○ 世田谷ボランティア協会は、ボランティアマッチングセンターにおいて一般ボ

ランティアの受付（登録、保険加入、オリエンテーションなど）を行い、避難所・

地区を支援するボランティア窓口（サテライト）においてニーズを調整し、ボラ

ンティアを派遣する。 

○ 各避難所では、ボランティアコーディネーターと派遣されてきた一般ボランテ

ィアが連携し、避難所運営を支援する。 
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（エ）関係者間での情報共有・連絡調整 

○ ボランティア活動に係る関係者間での情報共有や連絡調整等を行うことで支援

の抜け・漏れ・偏りをなくすため、避難所、まちづくりセンター、総合支所、本庁

において、連絡調整のための会議を開催する。 

 

（オ）ボランティアニーズの把握とボランティアの確保等 

○ ボランティアコーディネーターは、避難所運営委員会と連携し、避難所運営に

係るボランティアニーズを把握する。 

○ 社会福祉協議会は、在宅避難者の支援に係るボランティアニーズを把握する。 

○ 避難所における調整会議において、ボランティアニーズに関する情報を共有し

た上で、避難所運営や在宅避難者支援等に一般ボランティアを適宜活用する。 

○ 世田谷ボランティア協会は、避難所・地区を支援するボランティア窓口（サテ

ライト）において、避難所や在宅避難者のニーズを収集する。 

 

（カ）ボランティア募集に関する広報活動 

一般ボランティアの募集については、世田谷ボランティア協会がインターネットを

活用するなどして、発災後速やかに情報を発信する。 

 

イ 専門ボランティアの受入体制 

  一般市民による専門ボランティアについては、せたがや災害ボランティアセンター

において募集及び登録を行い、登録者から看護師や介護士などのチームを編成し、区

災対保健福祉部と調整の上、ボランティアの専門性に応じて必要とされる業務に配置

する。 

 

② 区のボランティア受入体制 

区災対保健福祉部は、一般ボランティア及び専門ボランティアの受入に係るボラン

ティア調整窓口を設置する。 

○ ボランティア調整窓口は、ボランティアマッチングセンター（世田谷ボランテ

ィア協会）と連携し、ボランティアによる支援について情報収集を行う。 

○ 収集した情報は受援調整会議（※）にて共有するとともに、受援調整会議での

調整結果はボランティアマッチングセンター、応援受入先へ報告する。 

※災対各部の応援ニーズや外部からの応援職員の要請状況や受け入れ状況等の共有

とマッチングを円滑に行うため設置する会議体 

 

【ボランティアの受入窓口（ボランティア受入の種別ごと）】 

 一般市民 

一般ボランティア ボランティアマッチングセンター 

専門ボランティア せたがや災害ボランティアセンター 
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③ ボランティアの活動環境の確保 

○ 各避難所において、避難所運営やボランティア活動等に係る調整を行うための

打合せスペースを確保する。 

○ ボランティアの区内の移動手段の確保に取り組む。 

 

④ 区内 NPOとの連携 

○ 区内 NPO は、平時から構築してきたネットワークを通じて、自らの専門性を活

かして避難所や自宅で避難している区民へのサポートを実施する。 

○ ただし、区内 NPO は区内在住であることから、自らの安全確保、家族の安否確

認、地域での助け合い等の被災地の住民としての活動をした上で、可能な範囲で

避難者支援等の活動に従事するものとする。 

○ 区内外 NPO や区内 NPO を支援する外部団体は、せたがや防災 NPO アクションが

対応状況のとりまとめをする。 

 

⑤ 災害時ボランティア等連絡会議の設置 

○ 発災時にボランティアやＮＰＯ等の支援団体間で、支援の抜け・漏れ・偏りを

なくし、円滑に支援活動が実施されるよう 情報の共有や連絡調整等を行う場を設

置する。 

 

⑥ 都その他自治体との連携 

ア 都との連携 

都及び東京ボランティア市民活動センターが協働して開設する「東京都災害ボラン

ティアセンター」と連携し、ボランティア活動の支援を行う。 

 

イ 区市町村との連携 

東京都 23 区間においては、「特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定第５

条第４号」により、ボランティアの受け入れ等に関して相互に協力する。 

＊特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定〔資料編資料協定第１・２・P346〕 
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⑦ 新型コロナウイルス等感染症による感染が懸念される状況下でのボランティア受入れ等

における留意事項について 

新型コロナウイルス等感染症の感染拡大期等、ボランティアの受入れにあたり特に留意

が必要な場合には、区と関係者間とで連携し、次の感染症の拡大防止を図るための措置を

検討する。 

ア ボランティア及びボランティアマッチングセンター等の運営スタッフが活動する場

所において、十分な換気、手洗い、咳エチケット、マスク着用、共同で使用する物

品・機器等の消毒の徹底に努めるとともに、毎日の検温、体調の報告を徹底し、人と

人との距離を２ｍ（少なくとも１ｍ）の間隔があくように配慮する。 

イ ボランティアの募集にあたって、本人の健康状態の告知、活動中のマスクの着用や

活動後に発熱等があった場合のボランティアマッチングセンター等への連絡など、ボ

ランティアの参加ルールを設定し、予め周知・徹底する。 

ウ ボランティアの受付にあたって、感染及び感染拡大リスクを低減するため、事前申

込制を検討し、不特定多数のボランティアがボランティアマッチングセンターに訪れ

ることがないよう工夫し、運営スタッフがボランティアマッチングセンターの入口で

検温を実施し、発熱等の症状がみられる場合は参加を控えて頂く。 

エ 新型コロナウイルス等感染症への感染が疑われるボランティア及び運営スタッフが

生じた場合は、保健所及び関係機関等と連携し、必要な対応の調整を行う。 

オ 新型コロナウイルス等感染症の状況下における衛生に配慮した災害ボランティアセ

ンター運営上の留意点【第 1版】（2020年 7月 15日、全国社会福祉協議会 全国ボラ

ンティア・市民活動振興センター）の「災害ＶＣにおける活動当日チェックリスト

（案）」も参考に、新型コロナウイルス等感染症の拡大防止に配慮したボランティア

活動体制を構築する。 
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第３章 

安全な都市づくりの実現 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 地震に強い都市づくり 

地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るとともに、震災時におけ

る区の都市機能を維持するためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが必要

である。 

地震に強い都市づくりの実現に向けて、都の防災都市づくり推進計画の推進や安全な市

街地の整備、公園などのオープンスペースの確保などの取組みを推進していく。 
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第３章 安全な都市づくりの実現

○ 木造住宅密集地域の不燃化・建替、感震ブレーカー
の設置等による火災発生抑制策の必要

○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策

○ 耐震診断後、安全性が確認できなかった建物の耐震
化

○ 地域の消火用水の確保及びスタンドパイプの操作向
上のための訓練及び普及促進

○ 公園緑地の計画的な整備推進と防災機能の強化・充
実の必要

○ 不燃化特区における建替促進による火災発生抑制・
死者の軽減の推進、感震ブレーカー等の普及啓発

○ 世田谷区耐震改修促進計画に基づく耐震化の普及啓
発

○ 緊急輸送道路等の沿道建築物等の耐震診断・耐震改
修を促進し、分譲マンションに対しては耐震改修ア
ドバイザーによる働きかけにより耐震化を促進

○ 家具類の転倒・落下・移動防止等対策の普及・啓発

○ 防火水槽の耐震化、深井戸の整備等の水利整備及び
防災区民組織への資器材助成

○ 公園緑地の計画的な整備推進

○木造住宅密集地域の不燃化率：令和６年度までに○○％ ○防災上重要な公共建築物の耐震化率：令和７年度までに100％

○住宅及び民間特定建築物の耐震化率：令和７年度までに95％ ○消防水利不足地域の解消

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

「世田谷区防災街づくり基本方針」に沿った取り組み

建築物の耐震化の促進

液状化対策の強化

消防水利の整備、防火安全対策

河川施設等の応急対策

迅速・的確な消火活動、被災者の救助・救急活動の実施

危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置

○ 安全に暮らせる街づくり

○ 建築物の耐震化及び安全対策の促進

○ 液状化、長周期地震動への対策の強化

○ 出火、延焼等の防止

○ 河川施設等の応急対策による二次災害防止

○ 消火・救助・救急活動

○ 危険物等の応急措置による危険防止

危険物施設等、危険物等の輸送の安全化

○ 区立小・中学校の耐震化率71.1%（令和２年度）、公
共施設、区営住宅の耐震化率100％、住宅の耐震化率
87%、民間特定建築物の耐震化率82.2％（平成27年
度）

○ 建物の耐震化・不燃化による防災性の向上、道路の
拡幅整備、公園等公共空間の整備を実施

○ 家具転倒防止器具取付支援などの総合的な安全対策
の促進

○ スタンドパイプ等を地区会館27カ所やその他の区立
施設等に配置するとともに地域住民の操作訓練を実
施

第１節 現在の到達状況

高層建築物及び地下街等における安全対策

がけ・擁壁､ 土砂災害被害の防止

エレベーター対策

長周期地震動対策の強化 危険物輸送車両等の応急対策

河川施設等の復旧

○ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止

○ 社会公共施設等の応急対策

社会公共施設等の応急対策

土砂災害に関する応急対策

社会公共施設等の復旧

二次的な土砂災害防止対策

危険動物の逸走時対策
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○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策

○ 耐震診断後、安全性が確認できなかった建物の耐震
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修を促進し、分譲マンションに対しては耐震改修ア
ドバイザーによる働きかけにより耐震化を促進

○ 家具類の転倒・落下・移動防止等対策の普及・啓発

○ 防火水槽の耐震化、深井戸の整備等の水利整備及び
防災区民組織への資器材助成

○ 公園緑地の計画的な整備推進

○木造住宅密集地域の不燃化率：令和６年度までに○○％ ○防災上重要な公共建築物の耐震化率：令和７年度までに100％

○住宅及び民間特定建築物の耐震化率：令和７年度までに95％ ○消防水利不足地域の解消

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

「世田谷区防災街づくり基本方針」に沿った取り組み

建築物の耐震化の促進

液状化対策の強化

消防水利の整備、防火安全対策

河川施設等の応急対策

迅速・的確な消火活動、被災者の救助・救急活動の実施

危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置

○ 安全に暮らせる街づくり

○ 建築物の耐震化及び安全対策の促進

○ 液状化、長周期地震動への対策の強化

○ 出火、延焼等の防止

○ 河川施設等の応急対策による二次災害防止

○ 消火・救助・救急活動

○ 危険物等の応急措置による危険防止

危険物施設等、危険物等の輸送の安全化

○ 区立小・中学校の耐震化率71.1%（令和２年度）、公
共施設、区営住宅の耐震化率100％、住宅の耐震化率
87%、民間特定建築物の耐震化率82.2％（平成27年
度）

○ 建物の耐震化・不燃化による防災性の向上、道路の
拡幅整備、公園等公共空間の整備を実施

○ 家具転倒防止器具取付支援などの総合的な安全対策
の促進

○ スタンドパイプ等を地区会館27カ所やその他の区立
施設等に配置するとともに地域住民の操作訓練を実
施

第１節 現在の到達状況

高層建築物及び地下街等における安全対策

がけ・擁壁､ 土砂災害被害の防止

エレベーター対策

長周期地震動対策の強化 危険物輸送車両等の応急対策

河川施設等の復旧

○ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止

○ 社会公共施設等の応急対策

社会公共施設等の応急対策

土砂災害に関する応急対策

社会公共施設等の復旧

二次的な土砂災害防止対策

危険動物の逸走時対策
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第３章 安全な都市づくりの実現 

 

第１節 現在の到達状況 

１ これまでの取組み 

区を災害に強い都市にするためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが基本と

なる。このため、区では「世田谷区都市整備方針（都市計画マスタープラン）」に基づき、災害

に強い、安全・安心なまちづくりを推進してきた。 

また、都による地震に関する地域危険度測定調査結果や、これまでの取組みの成果を踏まえ、

効果的な施策の展開、建築物の耐震化施策との連携などを行い、市街地の防災性向上に向けた

取組みを着実に進めてきている。 

区でも、「世田谷区防災街づくり基本方針」「世田谷区耐震改修促進計画」等に基づき、都市

の不燃化、耐震化を計画的かつ着実に進めてきている。 

項目 耐震化率 （データ年度） 

区立小・中学校 81.1％ 令和元年度 

学校以外の区公共施設 98.6％ 令和元年度 

区営住宅 100％ 達成済 

住宅 91.4％ 令和２年度末 

特定建築物 91.5％ 令和２年度末 

 

２ 木造住宅密集地域の防災性向上 

区では、市街地の出火・延焼の危険性を減少させるため、「世田谷区都市整備方針（都市計画

マスタープラン）」「世田谷区防災街づくり基本方針」等に基づき、地域危険度が高く、震災時

に延焼被害の恐れがある木造住宅密集地域で、避難路等となる道路、防災機能を持った公園の

整備、延焼の抑制のため老朽木造建築物の除却、建替え促進等により、災害に強い街づくりを

推進している。 

 

３ 建築物の耐震化及び安全対策 

区では、首都直下地震による建築物の被害・損傷を未然に防ぎ、区民の生命・財産を守ると

とともに、災害に強いまちを目指し、建築物の耐震化を促進している。また、家具転倒防止器

具取付支援などの総合的な安全対策を促進している。なお、耐震化に関する様々な普及啓発も

行っており、無料耐震相談会を各総合支所管内で実施している。 

 

４ 液状化対策の強化 

都では、平成 24 年度に「東京の液状化予測図」が完成し、平成 25 年３月から一般に公開し

ている。 
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５ 出火、延焼等の防止 

区は、初期消火等の消防力を最大限に活用するため、平成 25年度にスタンドパイプ等を地区

会館 27箇所やその他の区立施設等に配置し、地域住民の操作訓練を東京消防庁・消防署の指導

により実施している。 

また、区・東京消防庁・消防署・都において、防火水槽等の整備を推進している。整備状況

については第５節「４ 出火、延焼等の防止」参照。 

区内の公園整備状況は 23区内で下位に位置し、絶対量が不足している。公園緑地の整備と防

災機能の強化・充実状況は次のとおり。 

○ 都市計画公園・緑地の供用率 56％ 23区中 13位（平成 27年４月１日現在） 

○ 都市公園等面積率  4.62％ 23区中 14位 

○ 一人当たり都市公園等面積 2.94ｍ2 23区中 14位 

○ 都市公園等 566箇所中、約 5割は面積 500ｍ2未満 

（平成 31年４月１日現在） 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

建物倒壊棟数（全壊） 最大 6,074棟 

建物焼失棟数（全壊建物を含まない） 最大 16,381棟 

長周期地震動による影響 建物損傷、家具の転倒、什器類の移動等 

建物被害 経年劣化による被害規模の増加 

急傾斜地崩壊による被害 地盤の緩み等が生じている場合で、その後の集

中豪雨等に伴う斜面崩壊等による被害増大 

出火、延焼 通電による復電火災、細街路の閉塞による避難

困難等 

 

１ 木造住宅密集地域の不燃化に向けた課題 

木造住宅密集地域では、震災時に延焼被害が想定されていることから、建築物の不燃化促進

が急務である。しかし、地区内の多くの建築物が更新時期を迎えているにもかかわらず、居住

者の高齢化による建替え意欲が低下していること、狭小敷地や接道不良地が多いこと、権利関

係が複雑なこと等によって、建替えが進みにくい状況にある。 

また、減災目標である死者・避難者・建築物被害の減を図るため、特に甚大な被害が想定さ

れる地域や火災危険度の高い地区等では、火災発生抑制策として感震ブレーカーの設置等を推

進する必要がある。 

 

２ 建築物の耐震化、安全対策の課題 

建築物の耐震化は想定よりも進んでおらず、区民に耐震化の普及啓発を継続し、世田谷区耐

震改修促進計画に定める目標に向けて、さらに施策を講じていく必要がある。また、強い揺れ

に備え、家具類の転倒・落下・移動防止等の一層の対策が必要である。 

都条例及び耐震改修促進法により特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断が義務化されたが、

耐震診断後、安全性が確認できなかった建物について耐震化を促進するために、引き続き、補

強設計、改修工事の助成を実施していく必要がある。 

防災上重要な公共建築物の耐震化については、耐震化を計画的かつ着実に進めてきたが、災

害時に避難所となる区立小・中学校において、耐震化の完了していない学校の耐震化を進めて

いく必要がある。 

 

３ 液状化対策の課題 

都は、東日本大震災の被害状況を踏まえて「東京の液状化予測図」を見直した。区内に液状

化の可能性が高い地域は存在しないが、都と連携し、区民への情報提供を行う。 

 

４ 出火、延焼等の防止に向けた課題 

震災時に延焼被害が想定される木造住宅密集地域や消防水利の不足地域の解消を図る。また、

震災時に使用可能な消火栓や、河川の堰（せき）止め、プールや池等のあらゆる水利を活用し



第３章 安全な都市づくりの実現 

第２節 課題 

92 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

第
３
章 安

全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

て地域の消火用水を確保する必要がある。 

建物倒壊等による道路閉塞、がれきの散乱等により、常備消防による消火活動が困難な地域

が生じる可能性がある。火災発生時の被害を最小限に抑えるため、防火水槽を設置し、45箇所

の消防水利不足メッシュ解消を目指す必要がある。また、地区会館等にスタンドパイプの設置

を促進すると共に、地域住民に対してスタンドパイプの操作向上のための訓練及び普及促進が

必要である。 

公園は、延焼の防止機能のほか、救出・救助や復旧・復興時の仮設住宅やがれき置場の用地

となるなど、防災面で重要であるため、公園緑地の計画的な整備推進と防災機能の強化・充実

に早急に取り組む必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 木造住宅密集地域の防災性向上 

地域危険度が高く、震災時に延焼被害の恐れがある木造住宅密集地域では、延焼遮断帯や避

難路等となる道路の整備、防災機能を持った公園の整備、延焼の抑制のため老朽木造建築物の

除却、建替え促進等を一層推進するとともに、災害に強い街づくりの実現を目指す。 

また、特に甚大な被害が想定される地域や火災危険度の高い地区等では、火災発生抑制、死

者の軽減の推進を図るため、都市整備政策部、防災街づくり担当部、各総合支所等と連携し、

感震ブレーカー等の普及啓発など具体的な取組み、区民意識啓発を行う。 

 

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

令和２年度までの世田谷区耐震改修促進計画について、引き続き今までの取組みを行うよう、

令和７年度までの計画に改定した。旧耐震基準の木造住宅の所有者に対し、耐震化支援制度の

案内について直接ポスティングを行う。また、分譲マンションの耐震化を進めるため、管理組

合等に対し訪問するなど耐震化の普及啓発を継続する。 

また、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路である緊急輸送道路等の沿道建築物、民間特定建築

物は、国・都と連携して耐震診断、耐震改修を促進する。合意形成が困難な分譲マンションに

対しては、耐震改修アドバイザーによる働きかけなど、積極的な啓発を行うことにより耐震化

を促進する。 

さらに、家具類の転倒・落下・移動防止等対策の重要性についても継続して普及・啓発を図

る。 

区内における避難所として重要な役割を果たす区立小・中学校について、耐震化の完了して

いない学校の耐震化を進めていき、全ての区立小・中学校の耐震化を達成する。 

 

３ 液状化対策の強化 

都は、専門家の知見を踏まえて、液状化予測図を見直し、情報提供を行う。 

 

４ 出火、延焼等の防止 

都と区が連携し、木造住宅密集地域内において重点的に水利整備を推進するための整備方策

を検討するほか、経年防火水槽の再生や深井戸等の整備を推進する。防災区民組織に対しては、

購入物品にスタンドパイプも含んだ資器材助成を引き続き実施するとともに、東京消防庁・消

防署と連携して操作訓練を行っていく。さらに、消防水利不足メッシュを管轄するまちづくり

センターを含め、総合支所の協力を得て、防火水槽の用地確保を行う。 

また、引き続き、次のような公園緑地の計画的な整備推進と、防災機能の強化・充実を図っ

ていく。 

○ 公園用地を買収する。 

○ 公園を新規開設する。 

○ 既存公園、緑道、身近な広場の改修を図る。 

○ マンホールトイレ等の設置を進める。 

○ 農地を農業公園として活用する必要がある箇所については、都市計画決定し、整備する。 
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５ 既存の施設等の活用 

発災時には、防災機能を有する既存施設等も最大限に活用する。 
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第４節 到達目標 

１ 木造住宅密集地域の不燃化率の向上 

木造住宅密集地域では、道路・公園の整備、老朽木造建築物の除却・建替え促進により、各

地区内の不燃領域率を令和６年度までに、○○％を目指す。 

 

２ 防災上重要な公共建築物の耐震化 100％達成、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定

建築物の耐震化率 95% 

災害時の避難所、被害情報の収集や対策指示等の応急活動の拠点となる防災上重要な公共建

築物については、令和７年度までに耐震化率 100％を目標とする。 

耐震性の目標は、令和７年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定建築物につ

いては 95％を目標としている。 

項目 到達目標 達成年度 

区立小・中学校 100％ 令和 7年度 

学校以外の区公共施設 100％ 達成済 

区営住宅 100％ 達成済 

住宅 概ね解消 令和７年度 

特定建築物 95％ 令和７年度 

 

３ 液状化予測図の見直し及び建築物における液状化対策の指針の作成 

都は、液状化予測図について、平成 24 年度に見直しを行うとともに、「建築物における液状

化対策の指針（液状化による建物被害に備えるための手引）」を平成 24 年度に作成し、専門家

の知見を踏まえて見直した液状化予測図により都民への情報提供を行った。また、建築主等が

液状化対策の検討に必要な地盤データや対策工法の情報を、都や区等の窓口及び都のホームペ

ージで提供するとともに、アドバイザー制度により、建て主等に対し、適切な液状化対策のア

ドバイスを実施する。 

 

４ 消防水利不足地域の解消 

都と区の連携により、消防水利不足地域が解消され、震災時の火災による被害を抑制する。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 安全に暮らせる都市づくり ３ 液状化、長周期地震動への対策の強化 

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 ４ 出火、延焼等の防止 

 

１ 安全に暮らせる街づくり 

（１）地域特性に応じた防災街づくり 

① 対策内容と役割分担 

計画的な土地利用の誘導、建築物の更新、都市基盤施設の整備、避難場所等の確保等に

より、地域特性に応じた防災街づくりを推進する。 

また、防災機能を有する既存施設等も最大限に活用した取組みにより、安全な街づくり

を図っていく。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対都市整

備部 

○ 市街地の整備 

○ 防災まちづくり基本方針の策定 

○ オープンスペースの確保 

災対土木部 

○ 道路・区立公園の整備 

○ 緑地・農地の保全 

○ オープンスペースの確保 

災対地域本部 
○ 地区計画等の策定 

○ 防災街づくり事業の推進 

都建設局 

○ 道路の整備 

○ 都立公園の整備 

○ 河川、海岸保全施設等の整備 

都都市整備局 

○ 地域特性に応じた防災都市づくりを推進 

○ 防災都市づくりに資する事業等の推進 

○ その他の防災都市づくり事業等の推進 

○ 都市空間の確保 

○ 公園の整備の推進 

○ 緑地・農地の保全 

都産業労働局 ○ 農地の防災機能の強化 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 地震に強い街づくりの推進 

（ア）防災街づくりの計画 

【実施主体】区災対都市整備部 

Ａ 世田谷区防災街づくり基本方針策定の目的 

「世田谷区防災街づくり基本方針」は、阪神・淡路大震災を契機に、安全・安心・

安定の街づくりを実現するため、平成 10年に策定した。その後、都市整備方針の改

定（平成 26年）において示した将来都市像の一つである「安全で、災害に強く復元
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力のあるまち」を実現するための防災街づくりの考え方・取組みを示すために、平

成 28年に改定した。 

この方針の基本理念である「震災が起きても区民の生命と財産が守られ、住み続

けられるまち」を実現するため、次の４つの目標と復興街づくりの基本的な考え方

を示している。 

目標① 揺れに強いまちをつくる 

○ 建築物の耐震化を促進し、揺れによる建築物の被害・損傷を未然に防ぐ。 

○ 家具の転倒防止対策等を促進し、住宅内の安全性の向上を目指す。 

○ がけ地等は、宅地造成時の指導や、危険の周知等により土砂災害による被害

軽減に努める。 

目標② 火災に強いまちをつくる 

○ 延焼遮断帯に囲まれた防災生活圏の形成により、大規模な市街地火災の防止

を目指す。 

○ 延焼遅延帯に囲まれたミニ防災生活圏の形成により、防災生活圏内部の火災

の延焼抑制および避難の安全性の向上を目指す。 

○ 建築物の不燃化を図るとともに、消防活動に資する道路および消防水利の整

備を進め、防災生活圏内部の火災に対する安全性の向上を目指す。 

○ 家屋内の出火を抑制し、火災の発生そのものの減少を目指す。 

目標③ 安全に避難できるまちをつくる 

○ 区民や区内滞留者が利用できる広域避難場所等が確保されたまちを目指す。 

○ 広域避難場所の周辺建築物の不燃化等を促進し、広域避難場所等の安全性が

更に確保されたまちを目指す。 

○ 広域避難場所等までの安全な経路が確保されたまちを目指す。 

目標④ 迅速で効果的な災害対応ができるまちをつくる 

○ 災害対策拠点等の防災性の向上、緊急輸送道路や避難および物資輸送等に重

要な道路・橋りょう等の計画的な整備・改修により、迅速な災害対応ができる

まちを目指す。 

復興街づくりの基本的な考え方 

○ 災震災前の地域コミュニティを維持しながら住民の生活再建を進めつつ、本

格的な市街地復興へ円滑に移行できるような体制づくりを目指す。 

○ 区職員の復興に関する理解を進めるとともに、復興が柔軟に行える庁内体制

及び区民・専門家等との災害時における協力体制の構築を目指す。 

○ あらかじめ震災復興の基本的な考え方を示し、迅速かつ計画的な復興を目指

す。 

○ 地域コミュニティの形成・充実を図り、震災後のすみやかな復興街づくりを

目指す。 

 

ａ ４つの目標を実現するための防災街づくり 

明日にでも起きるかもしれない震災に備えた当面の目標として、区民等が安全

に避難できる「逃げやすいまち」を目指すとともに、最終目標として震災による
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被害が少なく、区民等が避難しなくてもよい「逃げないですむまち」を実現する

ため、区が取り組む方策を示す。 

ｂ 地区特性に合わせた防災街づくり 

（ａ）新たな密集市街地を作り出さない都市づくり 

農地の宅地転換や開発による土地利用転換などによる市街化、既存市街地の

敷地の細分化により建築物の密集度が高くなっている。このような変化に対し

て、土地利用を適切に誘導し、必要な道路などの整備を図り、防災性の向上を

図るため、土地区画整理事業など基盤整備事業の促進、地区計画制度等の活用、

敷地規模に関する新たな規制の導入の検討などの取組みを進める。 

（ｂ）地区の課題に応じた防災街づくり 

防災上安全な市街地を、地区の特性に応じたきめ細かな街づくりにより実現

していくため、防災街づくりを進める地区においては、必要に応じて地区計画

及び地区街づくり計画を策定する。 

（ｃ）他の事業と連携した防災街づくり 

道路整備などの都市計画事業や大規模敷地における土地利用転換は、建築物

の更新や土地利用の転換など市街地に大きな変化を与えるため、周辺市街地に

合わせた防災街づくりを行う。 

（ｄ）防災街づくりを推進する地区について 

街づくり条例や地区計画制度など各種事業を活用し、地区の区民、事業者と

協働で、地区の個性を活かした防災街づくりに取り組む。 

ｃ 復興街づくり 

（ａ）震災時の都市復興の考え方 

市街地に大きな被害が発生した場合を想定して、被害を繰り返さない、災害

に強い街づくりのために、あらかじめ区民と区で復興にあたっての基本的な考

え方や市街地ごとの復興手法などを共有し、震災後の復興の際に区が策定する

都市復興基本方針の参考にすることで、復興街づくりの円滑な実施を目指す。 

（ｂ）仮設市街地・仮設住宅等のあり方の検討 

震災前の地域コミュニティを維持しながら生活再建を進めつつ、市街地復興

へ円滑に移行できる体制づくりのため、仮設市街地についてのあり方を検討す

る。 

（ｃ）都市復興プログラムの実効性を高める取組み 

都市復興の手順を詳細なプログラムとしてまとめた、「都市復興プログラム」

（平成 18年改訂）に定められた手順に基づき、復興事業を迅速に実施。 

 

Ｂ 建築指導の推進 

個々の建築物について、関係法令の防災関係諸規定に適合するよう指導する。 

ａ 一般建築物の耐震耐火性能の強化 

区内の建築物の敷地・構造・設備は、建築基準法関係法令及び消防関係法令等

に定められた技術上の基準に適合し、維持するよう指導するとともに、必要に応

じて立入検査を行い、結果等について関係各機関に連絡し、災害の予防に努める。
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また、建築物の耐震診断のＰＲを強化していく。 

ｂ 特定建築物の定期報告制度 

病院・共同住宅など、多数の人が利用する特定建築物等の適切な維持管理を徹

底させるため、定期的な調査・検査を行い報告するよう、所有者・管理者へ求め

ていく。 

 

（イ）防災街づくり事業 

【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 

【市街地の整備】 

木造住宅密集地域では、道路や公園などの都市基盤施設が十分整備されないまま

市街化及び高密化が進行したことから、防災上多くの危険性をかかえている。国及

び都の補助事業を活用し、延焼遮断帯や避難路となる道路の整備や防災機能を持っ

た公園の整備、老朽木造建築物の建替え誘導等を総合的に行い、防災性の向上を図

る。 

 

【狭あい道路拡幅整備事業】 

道幅４m 未満の狭あい道路を拡幅整備することにより、地域の生活環境の改善と

災害時における安全性を高め、安全で快適なまちづくりに資する。 

 

（ウ）地区計画制度の推進 

【実施主体】区災対地域本部 

【地区計画等の策定】 

住民参加によって、地区にふさわしい家づくり、建築物・道路・公園･景観などを

計画し、地区の良好な環境の形成と保全を図る。 

地区計画で定める内容は次のとおりである。 

Ａ 地区計画の方針、街づくりの目標、将来像 

Ｂ 地区整備計画 

ａ 地区の道路や公園等の地区施設の配置 

ｂ 建ぺい率、容積率、建築物の高さ、用途、壁面後退、敷地規模等の建築物等

の制限 

ｃ 樹林地、草地等の保全 

 

（エ）避難場所の確保 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は、避難場所が不足する地域について、避難場所となりうる可能

性がある空間を調査し、権利者の理解を得ながら積極的に避難場所としての指定

に努める。 

○ 当該地域における都市開発の際には、開発事業者との調整を行い、大規模開発

地が避難場所となるよう誘導する。 
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○ 避難場所区域内で都市開発が行われる場合には、地域の状況を見ながら、最低

限の現状機能が維持されるように開発事業者を誘導する。 

 

（オ）その他の防災街づくりの取組み 

【新たな防火規制】 

「東京都建築安全条例第７条の３」に規定するもので、地震などの災害発生時に

火災などの危険性が高い区域を都知事が指定し、個々の建築物の建て替えにより防

火性の高い建物へ誘導する。  

この区域の準防火地域内では、より防火性の高い建物の建築が求められ、原則と

して、区域内のすべての建築物は準耐火・耐火建築物、準延焼防止・延焼防止建築

物となる。 

 

【居住環境の整備】 

区内では、道路や公園などの都市基盤施設の整備が不十分なまま急激に市街化が

進んだ。そのため、老朽木造住宅の密集している既成市街地では、防災上多くの危

険性をかかえている。一方では、低層住宅地区での中高層建物の建築、ミニ開発に

よる土地の細分化も進んでいる。区は、一般建築物に対する建築指導、住宅施策の

計画的推進、老朽木造住宅密集地の防災性向上、良好な住宅地の形成、住宅の耐震

耐火性能の向上を図る。（なお、区内の建築物の総数は約 17万６千棟、うち木造は

3.8%である。また、「防火地域」（建物の不燃化を促進する地域）は、区総面積の約

5.8%である。） 

 

【住宅施策の推進】 

ミニ開発、マンション建設、公営住宅建替等に対し、防災を含む居住環境整備の

観点から、条例等により適切な行政施策を講じる。 

Ａ 住環境整備に関する指導 

「建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」により、環境空地、防火水

槽、道路確保、ワンルームマンション建築物の適正な管理等についての行政指導

を行う。 

Ｂ 公的住宅等の改善 

都営住宅、公社住宅、ＵＲ（都市再生機構）住宅の建替事業、住戸改善事業等

に際しては、事業主との連携を密にし、良好な住環境の整備に努める。 

 

イ 都市空間の確保 

○ 公園及び身近な広場は、年々箇所数・面積ともに増加しているが、農地や民有の

緑地や空地などは減少傾向にあり、災害時に必要とされるオープンスペース全体と

しては、量、質ともに十分とはいえない。 

○ 「環境基本条例」による環境への配慮事項及び住環境の整備に関する条例や「み

どりの基本条例」により開発事業に対して、オープンスペース確保や緑化推進は成

果をあげているが、緑や空地の絶対量は年々減少傾向にある。 
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（ア）公園緑地、身近な広場の整備 

【実施主体】区災対土木部 

○ 平成 30 年４月改定の「世田谷区みどりの基本計画」は、2032（令和 14）年に

区のみどり率を 33%にする「世田谷みどり 33」を長期目標に据えた、2018（平成

30）年度から 2027（令和９）年度の 10か年を展望する計画である。 

 この計画に基づき、区内の公園緑地、身近な広場を整備する。 

○ 延焼防止等の機能を備えた国分寺崖線沿いの樹林地などを、緑地として保全す

る。 

○ 緑道や歩行者自転車道などを利用した、避難経路のネットワーク化を図る。 

○ それぞれの防災機能に配慮した公園緑地の整備を進める。 

○ 広域避難場所である玉川野毛町公園や上用賀公園の拡張区域を防災機能の保

持・増進に資する公園緑地として整備する。 

 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は、「都市計画公園・緑地の整備方針（改定）」に基づき、震災時

に避難場所や救助等の活動拠点となる公園等の整備を重点的に推進する。 

 

【実施主体】都建設局 

○ 都建設局は、平成 30年７月時点で 82公園 2,030haを開園した。平成 26年から

令和６年までの 10年間で都立公園 170haの開園を目標として整備を進める。 

○ 都建設局は、防災活動拠点や避難場所に指定されている既設公園において、震

災時に必要となる臨時のヘリポート、避難した都民や帰宅困難者のための防災ト

イレ、非常用照明設備、避難誘導灯、公園の入口から園内の拠点（避難場所やヘ

リポート等）への車両動線の確保など、防災関連施設を整備してきた。 

今後は、救出救助部隊の活動支援や避難者の安全確保のため、災害や停電時に

も主要公園施設の機能維持に必要な防災関連施設を、首都直下地震等対処要領を

踏まえて整備し、都立公園の防災機能の充実を図る。 

 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は、センター・コア・エリア内の未整備の都市計画公園・緑地の

区域を対象として、まちづくりと公園・緑地の整備を両立させる「公園まちづく

り制度」を運用し、公園機能の早期発現を図る。 

○ 都都市整備局は、民設公園制度を活用し、未整備の都市計画公園・緑地を避難

場所にも活用可能な公園的空間として早期に確保を図る。 

 

【実施主体】都建設局 

○ 都建設局は、震災時における都立公園の円滑な利用を図るため、関係行政機関

等と連携し、震災時利用計画を策定する。 
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（イ）緑地・農地の保全 

【実施主体】区災対土木部、区災対区民支援部 

【農地の保全】 

○ 災害時に延焼防止帯や避難スペースとなるオープンスペースとしての農地を保

全し、同時に良好な都市環境を形成する。 

○ 区内の農業協同組合とは協定を締結し、組合員所有・管理の生産緑地で災害時

の応急仮設住宅建設用地としての活用に協力できる土地のあっせんを受けること

となっていることとなっている。 

＊災害時における生産緑地の活用と協力に関する協定〔資料編資料協定第 127・P578〕 

 

【民有地や公共施設における緑地の保全・創出】 

「みどりの基本条例」及び「みどりの基本計画」に基づいて、きめ細かな施策を

実施し、緑地の保全創出を図る。 

○ 建築等に伴う緑化指導 

「みどりの基本条例」に基づき、建築行為や開発行為を行う際に基準に沿って

緑化を指導し、民有地等のみどりの保全・創出を進める 

また、建築時の緑化が義務付けとなる緑化地域制度（「都市緑地法」）により緑

化を建築確認・完了検査の要件とすることで、みどりの保全・創出の確実な実施

を進める。 

○ 特別保護区・特別緑地保全地区の指定 

「みどりの基本条例」に基づき、樹林地、水辺地及び動物生息地と一帯となっ

た土地のうち特別に保全する必要がある区域を特別保護区に指定し、管理支援を

行うことで、みどりの保全を図る。 

また、建築行為・開発行為等が制限される特別緑地保全地区（「都市緑地法」）

の指定により、動植物の生息地又は生育地など都市に残るみどりを適正に保全し

ていく。 

○ 樹林地の保全 

「みどりの基本条例」に基づき、区内に残る樹林地について、保存樹林地指定

又は小樹林地協定により管理支援を行うことで、民有地のみどりの保全を図る。 

また、「市民緑地制度」（「都市緑地法」）により、みどりの保全を図るとともに、

民有樹林地の区民への公開を進める。 

○ みどりと花いっぱい活動の推進 

地域の沿道にみどりと花のある空間を創出するため、町会、自治会、商店街等

と「みどりと花いっぱい協定」を結び、区と区民の連携により、みどりとみずの

まちづくりを推進する。 

○ 公共施設緑化 

区の公共施設の空地や外周を見直し周辺環境と調和した緑化の推進と小広場の

創出を積極的に進める。 
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【実施主体】都都市整備局 

○ 都市の緑地は、火災の延焼防止や避難場所としての機能など、防災上重要な役

割を担っている。都都市整備局は、区市町村と連携して特別緑地保全地区の指定

を促進し、都市の緑地の保全を図る。 

○ 市街化区域内における農地は、火災の延焼防止、震災時の一時的な避難場所と

しての機能など、防災上重要な役割を担っている。都都市整備局は、区市町村と

連携して生産緑地地区の指定を促進する。 

 

（ウ）防災ネットワークの形成 

【実施主体】区災対土木部、区災対地域本部、区災対都市整備部 

【区全体の防災計画に基づいた、オープンスペースの確保及び計画的な配置】 

地区ごとに、災害時に想定される危険度を様々な側面からチェックし、オープン

スペースの充足程度、防災上の機能を把握し、一時集合所と広域避難場所をつなぐ

ルートの安全性を確保するなど、ネットワークとしての防災機能を高める。 

 

（エ）オープンスペースの確保 

震災時に、避難誘導、救出・救助、医療搬送、ボランティア参集、ライフライン復

旧などの応急対策活動を迅速かつ効率的に行うことにより、人命の保護と被害の軽減

を果たし、区民生活の再建と都市復興を円滑に行うことができる。 

【実施主体】都、区災対土木部、区災対都市整備部 

【震災時におけるオープンスペース等利用】 

都は、震災時における都立公園の円滑な利用を図るため、関係行政機関等と連携

し、震災時利用計画を策定する。 

今後は、広域避難場所として指定している区立公園についても都立公園と併せて

検討していくものとする。 

 

【実施主体】都 

○ 都は、東京都震災対策条例で、事前にこれらの活動のための土地、家屋の確保

に努めることを定めており、都内の利用可能なオープンスペースを国、区市町村、

関係機関と協議の上把握し、具体的なオープンスペース等の利用に関して「首都

直下地震等対処要領」に定め、地権者の事前同意を得た上で告示し、都民に周知

する。 

○ 都内には、自衛隊、広域緊急援助隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他

の広域支援・救助部隊等のベースキャンプとして活用する大規模救出救助活動拠

点が配置されているが、大規模な震災に備えて、引き続き充実・整備していく。  
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○ 区内では、令和元年度現在以下のとおり都が指定・告示している。 

救出及び救助の活動拠点 場所 

大規模救出救助活動拠点 

都立駒沢オリンピック公園 

都立砧公園 

世田谷清掃工場 

千歳清掃工場 

ライフライン復旧活動拠点 
世田谷清掃工場 

千歳清掃工場 

○ 場所の選定に当たっては、アクセス道路や部隊展開面積、について防災拠点と

しての活用を考慮する。 

○ 震災時の応急対策活動を円滑に行うため、活動拠点やアクセス機能の整備につ

いて、施設管理者が都及び関係区市町村の協力の下に取り組み、発災時の使用に

係るマニュアル等を作成する。 

 

（２）高層建築物及び地下街等における安全対策 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
災対都市整備

部 

○ 建築基準法に基づく完了検査や特殊建築物等定期報告制度等を通じ

た高層建築物及び地下街の安全性の確保 

都都市整備局 

区 

指定確認検査機関 

○ 建築基準法に基づく完了検査や特殊建築物等定期報告制度等を通じ

た高層建築物及び地下街の安全性の確保 

警視庁・警察署 ○ 高層建築物、地下街における避難誘導、救出救助活動等の適正化 

東京消防庁・消防署 
○ 高層建築物等に係る防火安全対策に基づく指導 

○ 関係事業所に対する対策の指導 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

【超高層建築物の安全化】 

超高層建築物における都市ガス施設・火気使用設備器具の安全化及び家具調度品の不

燃等安全措置を講ずるよう指導促進を図る。 

 

【実施主体】区、都、区民、関係団体等 

○ 首都直下地震などの大地震が発生した場合、高層建築物においては、建物が倒壊し

なくても、建物の揺れによる家具類等の転倒・落下・移動や、エレベーター内の閉じ

込め等が生じる可能性があるほか、エレベーターの復旧までの間、居住者は階段を利

用して上下移動せざるを得ず、高層階の居住者ほど、地上階との往復が困難になり孤

立するおそれがある。 

このため、区、都、区民、関係団体等が連携し、家具類の転倒・落下・移動防止対
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策やエレベーター閉じ込め防止対策を推進するとともに、自家発電機の整備や燃料確

保、飲料水や食糧などの備蓄、発災時の情報伝達、高層建築物内や地域の住民との間

の共助の仕組みづくりなど高層建築物の各課題に対する取組みを進めていく（第３章

第５節第１の２「２ エレベーター対策」、「３ 落下物、家具類の転倒・落下・移動

の防止」参照）。 

 

【実施主体】区、都都市整備局、指定確認検査機関 

○ 区、都都市整備局及び指定確認検査機関は、高層建築物及び地下街の建築について、

建築基準法に基づき、建築確認、中間検査及び完了検査を行い、防災上や構造上の安

全性を確保する。 

特に、地下街の建設について、都都市整備局は、関係機関による協議会等を通じて、

総合的な観点から安全強化を図る。 

 

【実施主体】区、都都市整備局  

○ 区及び都都市整備局は、既存の高層建築物及び地下街のうち、対象となるものに対

して、建築基準法に基づく定期報告制度により、毎年あるいは３年ごとに維持保全の

状況について報告を求め、安全性の確保を図る。 

 

【実施主体】警視庁・警察署 

○ 警視庁・警察署は、高層建築物、地下街における避難誘導、救出救助活動等の適正

化を図るため、次の対策を講じる。 

ア 高層建築物 

•  地下街を含めた震災対策に関する管理者対策の実施 

•  関係機関との連携による合同防災訓練の実施 

イ 地下街 

•  地下街警備要図の作成 

•  地下街関係者との合同防災訓練の実施 

•  管理者対策の推進による防災標識等の明確化 

•  広報媒体（パンフレット、チラシ等）の作成・配布 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

平成 31 年３月現在、区内には、100m 以上のいわゆる超高層建築物は６棟であるが、

今後増えることが予想される。超高層建築物については、関係法令に基づき建築の設計

段階から安全確保が厳しく規制・指導されている。しかし、構造上等の特性から、地震

時における避難や消防活動などの災害対応は、極めて困難になると予想され、長周期地

震動による危険性もある。このため、関係事業所に対して次の対策を指導する。 

○ 東京消防庁・消防署は、高層建築物等の新築等に際して、関係者に対し、火災予防

審議会を受けて策定した下記の防火安全対策を講じるように指導する。 

•  高層の建築物の防火安全対策 
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•  乾式工法を用いた防火区画等の煙等の漏えい防止対策（100m以上の高層建築物を

対象とした安全対策） 

•  大規模建築物群等の消防アクセス確保対策 

•  鉄道ターミナル駅に係る防火安全対策 

•  高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策 

○ 東京消防庁・消防署は、関係事業所に対して次の対策を指導する。 

ア 火災予防対策 

•  火気使用設備器具の安全化及び出火防止対策の推進 

•  火気使用場所の環境整備及び可燃性物品の転倒・落下・移動防止措置 

•  内装材料、家具調度品、装飾物品の不燃化 

•  消火設備、防火区画等の機能確保による延焼拡大防止対策の推進 

イ 避難対策（混乱防止対策） 

•  避難施設の適正な維持管理及び避難通路の確保 

•  ビルの防災センターからの迅速な緊急放送体制の整備 

•  ショーケース、看板、複写機等の転倒、落下、移動の防止 

•  事前指定した避難誘導員の周知や訓練指導者の育成 

•  避難口、避難階段を明示した館内図の掲示や施設利用者に対する災害発生時の

行動要領の周知徹底 

•  警報設備、避難設備の機能確保による避難対策の推進 

ウ 防火・防災管理対策 

•  従業員に対する消防計画の周知徹底 

•  管理権原者が複数の建物における管理責任区分及び全体についての消防計画の

周知徹底 

•  ビル防災センターの機能強化及び要員教育の徹底 

•  救出・救護知識の普及及び必要な資器材の整備 

•  防火管理業務及び防災管理業務従事者を対象とした、実務講習等による教育 

•  実践的かつ定期的な訓練の実施 

エ 消防活動対策 

•  消火活動上必要な施設の機能確保による消防活動対策の推進 
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（３）がけ（斜面）・擁壁を有する敷地の被害防止 

① 対策内容と役割分担 

ア がけ（斜面）・擁壁を有する建築敷地に関する指導・支援 

機関名 対策内容 

区 
◎災対都市整備部 ○ がけ・擁壁等を有する敷地に関する指導・支援 

災対土木部 ○ 道路・公園等に属するがけ地の震災防止 

都都市整備局 
○ がけ・擁壁等の安全化 

○ 宅地造成工事規制区域の安全化 

都建設局 
○ ハード対策（急傾斜地崩壊対策） 

○ ソフト対策（土砂災害防止法に基づく対策） 

 

イ 土砂災害被害の防止 

風水害編の第２部「災害予防計画」第１章「水害予防対策」第２節「がけ崩れ対策」

及び第３節「土砂災害に関するソフト対策」より引用。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対都市整備部 ○ 土砂災害防止法に基づく区域の警戒巡視体制の整備 

災対土木部 ○ 道路・公園等に属するがけ地の震災防止 

災対地域本部 

災対統括部 

○ 土砂災害防止法に基づくソフト対策 

○ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等における避難体

制の整備及びハザードマップの作成・周知 

都建設局 

○ 土砂災害防止法に基づくソフト対策 

○ 土砂災害警戒区域等の指定 

○ 土砂災害警戒情報の提供 

気象庁 ○ 土砂災害警戒情報の提供 

 

② 詳細な取組み内容 

ア がけ（斜面）・擁壁を有する建築敷地に関する指導・支援 

【実施主体】区災対都市整備部 

【がけ・よう壁等の崩壊防止】 

○ 地震動によるがけ崩れ被害は、がけ地・急傾斜地の宅地造成に伴い、その危険

性が増大している。 

○ がけ地に建築物やよう壁等を設ける場合、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）

及び東京都建築安全条例に基づき、防災上の見地から指導を行う。また、宅地造

成工事規制区域内にあっては、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）及び宅地造

成等規制法（昭和 36年法律第 191号）に基づき、がけ・よう壁の指導、監督を行

う。 

○ 既設の危険ながけ・よう壁は災害時に崩壊する恐れがある。災害の発生を未然

に防ぐために、管理者責任を負う所有者自らが危険性を認識し、安全対策に取り

組めるよう、「我が家の擁壁チェックシート（案）（国土交通省都市局）」の配布・

区のホームページ掲載により、安全点検方法を周知すると共に、適切な管理を啓
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発する。 

【宅地造成地及びがけ地の震災防止】 

がけ地、急傾斜地の宅地造成に対して、関係法令の基準に適合するよう指導し、

がけ崩れやよう壁崩壊による建物被害を予防する。 

 

Ａ 宅地造成規制 

宅地造成工事規制区域内で、一定規模以上の宅地造成工事を行うものに対し、

宅地造成規制法の基準に適合するよう指導する。 

Ｂ がけ地上建築物の安全性の審査 

建築確認申請時において、一定規模以上のがけ地上に建築物を建築し、又は建

築敷地を造成する場合、設けなければならないよう壁及び建築物の安全性につい

て審査する。 

 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は、がけ地に建築物やよう壁等を設ける場合、建築基準法及び東

京都建築安全条例に基づき、防災上の見地から指導を行う。また、宅地造成工事

規制区域内にあっては、都市計画法及び宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 

号）に基づき、がけ・よう壁の指導、監督を行う。新たに宅地造成工事を行う者

に対しては、これらの指導を更に強化する。 

○ 既設の危険ながけ・よう壁の所有者や管理者に対して、建築基準法及び宅地造

成等規制法に基づき、宅地の保全や災害の防止のための必要な措置をとるよう積

極的に指導を行う。また、区市町村が行うがけ・よう壁の危険度調査等に対して

助成を行い、調査等の促進を図ることで、所有者に自己の所有するがけ・よう壁

の危険性を認識していただき、その改善に結び付けていく。 

○ 指定された宅地造成工事規制区域内における一定の宅地造成について、法律に

基づく規制を行う。 

 

イ 土砂災害被害の防止 

風水害編の第２部「災害予防計画」第１章「水害予防対策」第２節「がけ崩れ対策」

及び第３節「土砂災害に関するソフト対策」における記述内容による。 

（以下一部引用） 

【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部 

○  「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（「土砂

災害防止法」）は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、警戒避難体

制の整備を図るとともに、土砂災害防止対策の推進を図ることを目的とする。 

○  ホームページ等で土砂災害（特別）警戒区域を示したハザードマップの周知を

図るとともに、土砂災害警戒情報が発表された場合には、ホームページや災害・

防犯情報メール配信サービス等により注意喚起に取り組む。 

○  降雨の状況や土砂災害警戒情報、職員巡回や区民等からの通報等により、区内
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に土砂災害の恐れのある地域が確認された場合、当該地域を対象に避難勧告等を

発令するとともに、広報車や防災行政無線等による周知や避難所の開設、避難誘

導等を行う。 

 

【実施主体】区災対都市整備部 

○  降雨の状況や土砂災害警戒情報により、土砂災害の恐れのある場合は、人身へ

の被害を未然に防ぐため、予め定められた職員体制により、土砂災害（特別）警

戒区域について警戒巡視に取り組む。 

 

【実施主体】区災対土木部、区災対都市整備部 

○  気象庁により土砂災害警戒情報（避難勧告発令段階）が発令された場合は、交

通管理者である警察と連携し、土砂災害特別警戒区域内の、区で管理する道路等

について通行規制を行う。 

 

【実施主体】都建設局（第二建設事務所） 

○ 都建設局は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成 12 年法律第 57 号）に基づき、土砂災害防止対策の推進を図るため、土

砂災害が発生するおそれがある土地の区域をあらかじめ明らかにし、当該区域に

おける警戒避難体制の整備や建築物の移転勧告などソフト対策を推進する。土砂

災害警戒区域は平成 31 年 1 月末までに 13,281 箇所を指定しており、指定に当た

っては地元自治体との合意形成を図り順次進められている。 

 

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

（１）建築物の耐震化の促進 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対都市整備部 ○ 耐震改修促進計画に基づく、住宅、建築物の耐震化促進 

災対教育部 ○ 学校教育施設の耐震化 

都各局 ○ 公共建築物等の耐震化 

都主税局 ○ 税制面での耐震化支援 

都都市整備局 

都住宅政策本部 
○ 東京都耐震改修促進計画に基づく、民間建築物等の耐震化促進 

都福祉保健局 ○ 東京都災害拠点病院、社会福祉施設等の耐震化 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 建築物の耐震化 

【実施主体】区災対都市整備部 

【耐震改修の促進】 

「世田谷区耐震改修促進計画（令和３年３月改定）」に基づき、次のとおり建築物の

耐震化を促進する。 
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【耐震化の目標】 

耐震性の目標は、令和７年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消、特定建

築物については 95％とする。 

 

【基本的な取組み方針】 

耐震診断・耐震改修は、原則として建物所有者自らの責任で行う。 

区は、区民の生命、財産を守るため、建物所有者が主体的に耐震化の取組みができ

るよう、技術的・財政的な支援を行う。 

 

【重点的に取り組む施策】 

（ア）住宅の耐震化 

震災時には、住宅倒壊が要因となって区民の生命・財産に被害をもたらすことが

懸念されるため、住宅（共同住宅・長屋を含む。）の耐震化促進に向け、一層の働き

かけを行う。特に、木造住宅密集地域内では、建替えを誘導し、耐震化を促進する。 

また、合意形成が困難な分譲マンションに対して、耐震化を促すよう、管理組合

等に対して積極的な働きかけを行う。 

○ 耐震診断助成（木造住宅、プレハブ住宅、非木造住宅） 

○ 耐震改修計画・設計助成（木造住宅、非木造住宅） 

○ 耐震改修工事助成（木造住宅、非木造住宅） 

○ 木造住宅除却助成 

○ 木造住宅耐震改修訪問相談 

○ 分譲マンション耐震改修アドバイザー派遣 

（イ）沿道建築物の耐震化 

都が指定した緊急輸送道路のうち、都の条例及び法に基づき、耐震診断の実施義

務等が課された特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、区としても耐震化促進に重点

的に取り組む。特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路のほか、避難道路や延焼遮断

帯と位置づけられる都市計画道路、主要生活道路のうち特に重要な道路等を、沿道

耐震化道路として指定し、沿道建築物の耐震化を促進する。 

○ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修・除却及び建替

え助成 

○ 特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震

改修助成 

○ 沿道耐震化道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修助成 

（ウ）特定建築物の耐震化 

特定建築物は、多くの人が利用するため、所有者に対して耐震化に向けた働きか

けを行う。 

○ 防災上特に重要な建築物、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断・補強設計・

耐震改修助成 

【耐震化に係る総合的な施策の展開】 
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（ア）普及啓発 

○ 建物所有者等の耐震化意識醸成 

○ 重点施策対象建築物への積極的な耐震化の働きかけ 

○ 地域住民や関係機関等との連携 

（イ）総合的な安全対策 

○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策 

○ 耐震シェルター等の設置支援 

 

【実施主体】都 

○ 令和２年３月（一部改定）及び令和３年３月に改定した東京都耐震改修促進計

画に基づき、更に耐震化を促進する。 

○ 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が３年後に迫る中、東

京の防災対応力の強化を図るため、更なる耐震化を促進する。 

 

〔耐震化率の現状と目標〕 

建築物の種類 現状 
目標 

令和元年度末 令和 2年度末 令和 7年度末 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

80.9％ 

(平成 27年 12月末) 
90％※１ － 

総合到達率99%かつ、

区間到達率95%未満

の解消 

住 宅 
83.8% 

(平成 27年３月末推計値) 
－ 95％ ※２ 

特定建築物 

(百貨店、ホテル

等) 

85.6% 

(平成 27年３月末推計値) 
－ 95％ ※３ 

※１：耐震化率 90％かつ「特に倒壊の危険性が高い建築物（Is値が 0.3未満の建築物）」の解消 

※２：令和 7年度末に耐震性が不十分な住宅をおおむね解消 

※３：令和 7年度末の具体的な目標値は次回以降の計画改定時に定める 

 

（ア）緊急輸送道路沿道建築物 

【実施主体】都都市整備局 

○ 特定緊急輸送道路は、震災時における救急・救命活動や緊急支援物資の輸送な

ど復旧・復興の大動脈となる重要な役割を担うため、引き続き、沿道建築物の耐

震化について重点的かつ集中的に取り組む。 

○ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能確保に合わせ、

一般緊急輸送道路の機能を向上させることは、災害に強い都市を実現する上で有

効である。このため、引き続き、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について

重点的に取り組む。 
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（イ）住宅 

【実施主体】都都市整備局 

○ 住宅の耐震化を進めていくためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅

の所有者自らが主体的に耐震化に取る組む必要がある。このため、区市町村や関

係団体等と連携し、所有者の耐震化の取組みを支援する。 

○ 防災都市づくり推進計画に定める整備地域においては、安全な避難や円滑な消

火・救援活動が可能な防災上有効な道路のネットワークを確保するため、防災生

活道路の整備に合わせて沿道の住宅の建替えを促進し、不燃化・耐震化を推進す

る。建替えが困難な場合は、住宅の耐震改修を支援し、倒壊による道路閉塞を防

ぎ、人的被害の軽減や市街地火災の延焼拡大を防止する。 

○ マンションは、戸建住宅に比べて規模が大きく、地震により倒壊等の被害が生

じた場合、道路閉塞を引き起こすなど周辺地域にも大きな影響が及ぶため、マン

ション管理組合等に対する普及啓発や支援を強化するとともに、公共性や公益性

等の観点から対象を重点化し、集中的に支援を行うなど、メリハリをつけて効率

的・効果的に施策を展開していく。 

○ 「都営住宅耐震化整備プログラム」に基づき、公共住宅の耐震化率を、令和２

年度までに 100%の目標達成に向けて、着実に耐震化を推進する。 

 

イ 公共建築物等の耐震化 

【実施主体】区災対都市整備部、区災対教育部 

【区立施設の整備】 

公共建築物のうち、特に庁舎や学校等は、災害時において防災拠点や避難所として

重要な役割を果たす。また、他の公共建築物も災害時であっても行政サービスを継続

していかなければならない施設である。 

区では、「新耐震基準」（昭和 56年）以前に建設された公共建築物について、耐震診

断調査を行い、耐震基準を満たさない建築物の耐震化を行っていく。 

 

【耐震診断・補強工事の実施】 

区は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき順次、平成 29 年度に再確

認が必要とされた 31施設についても令和 4年度までに耐震化を進めている。今後も適

切な維持管理に努め、建築物の経年変化などによる影響を定期的に調査し、場合によ

っては必要な耐震診断を行い、耐震補強改修など、適切に対応する。 

（ア）庁舎等の公共建築物 

再確認が必要とされた３施設について耐震補強工事を行う。 

今後、耐震の基準に関する見直し等によって必要な場合は、公共建築物の安全性

を確保するため、再確認の実施を含め建築基準法に基づく定期報告や日常の維持管

理、点検などを継続して取り組む。 

（イ）区営住宅 

「新耐震基準」以前（昭和 56年）に建設した区営住宅の耐震化については、平成
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20 年度及び平成 21 年度に耐震診断を実施し、全てに所要の耐震性能を有すること

を確認した。 

（ウ）学校教育施設 

「新耐震基準」以前（昭和 56年）に建設した区立小・中学校の耐震化については、

耐震補強、校舎等の一部改築及び全面改築などに取り組んでいる。耐震化の完了し

ていないものについて、耐震補強工事等を実施し、全ての学校の耐震化を達成する。 

 

（２）エレベーター対策 

① 対策内容と役割分担 

震災時におけるエレベーター閉じ込め防止及び早期救出体制を確立するとともに、エレ

ベーター復旧を円滑に行う体制を構築するため、以下の対策を実施する。 

機関名 対策内容 

区 ○ 区立施設におけるエレベーターの閉じ込め防止機能の向上 

都 ○ 都立施設におけるエレベーターの閉じ込め防止機能の向上 

都都市整備局 ○ エレベーター改修方法を示したリーフレットによる普及啓発 

都住宅政策本部 ○ 都営住宅に停電時自動着床装置の設置を推進 

日本エレベーター協会 
○ 民間施設における閉じ込め防止対策の実施を誘導 

○ エレベーター閉じ込めの救出体制の構築 

東京消防庁 ○ エレベーター閉じ込め事故からの救出 

 

② 詳細な取組み内容 

ア エレベーターの閉じ込め防止機能の向上 

（ア）区施設 

【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、

区災対地域本部 

○ 区は、施設の状況を把握しながら、エレベーター閉じ込め防止対策を講じる。 

 

〔エレベーター閉じ込め防止装置〕 

装置名 機能 

リスタート運転機能 

○ 地震で停止装置が働いて緊急停止した場合に、自動で安全

を確認しエレベーターを再作動させることにより、閉じ込め

を防止する機能 

停電時自動着床装置 

○ 停電時に、バッテリー電源によりエレベーターを自動的に

最寄階まで低速運転で着床させた後ドアを開き、閉じ込めを

防止する装置 

Ｐ波感知型 

地震時管制運転装置 

○ 主要動（Ｓ波）が到達する前に、初期微動（Ｐ波）を感知

することにより、安全にエレベーターを最寄り階に着床さ

せ、ドアを開放する装置 
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（イ）民間施設 

○ 医療機関は、災害時に医療活動を迅速に行えるよう、その施設のエレベーター

の閉じ込め防止対策を講じる必要がある。 

 

イ 救出・早期復旧 

（ア）「１ビル１台」ルールの徹底 

【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、

区災対地域本部 

○ 区は、エレベーターの閉じ込めが生じた時に、エレベーター保守管理会社への

連絡を迅速に行えるよう連絡体制を整える。 

また、区は「１ビル１台」ルールの普及啓発に協力する。 

 

〔「１ビル１台」ルール〕 

運転再開用の保守要員の数が限られているため、１ビルにつき１台のエレベーター

の復旧を終えたら、次のビルの復旧に移り、できるだけ多くのビルの早期機能回復を

図るという原則。 

都は、一般社団法人日本エレベーター協会などと協力して、エレベーター保守管理

会社に対して「１ビル１台」ルールの徹底を要請するとともに、広く都民・事業者等

に普及啓発するとしている。 

「東京都地域防災計画」令和元年７月 東京都防災会議 

 

（イ）自動診断仮復旧システムの採用 

【実施主体】エレベーター会社 

○ エレベーター会社では、地震で停止したエレベーターについて、保守要員によ

る点検をしなくても、仮復旧できる自動診断仮復旧システムの開発を行っている。 

 

（３）落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

○ 家具類転倒・落下・移動防止対策を推進 

○ 住民の安全確保を図るため支援制度を設けるなど、家具類転倒・落下・

移動防止器具の取付け事業を推進 

東京消防庁・消防

署 

○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策に係る普及啓発用資料の作成及び普

及啓発イベント、講習会の実施等による普及・啓発 

○ 関係機関、関係団体等と連携した家具類の転倒・落下・移動防止対策の

周知 

都各局 

○ 都保有施設におけるオフィス家具類転倒・落下・移動防止対策の推進 

○ 関係機関等への家具類転倒・落下・移動防止対策の協力要請 

○ 都民・事業者に対する転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発 
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機関名 対策内容 

都都市整備局 
○ 建築物の天井等の落下防止対策を推進 

○ 屋外広告物に対する規制 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 物品等の転倒・落下・移動防止 

【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区

災対地域本部、東京消防庁・消防署 

○ 多数の人間の集まる公共施設では、強化ガラスへの改修、飛散防止フィルムの貼

付、設備機器、物品等の転倒・落下・移動防止、蛍光管の散乱防止等の安全対策を

講じる。 

（ア）保育園・児童館の安全整備 

保育園の遊戯室、保育室や児童館の窓ガラスを強化ガラス製にし、あわせて設備

機器、物品等の転倒・落下・移動防止及び落下後散乱しない飛散防止幕蛍光灯等の

取付けを行い、安全の確保に努める。 

（イ）高齢者・障害者施設の安全整備 

区立高齢者・障害者施設において、什器類の転倒・落下・移動防止や飛散防止フ

ィルムによる窓ガラスの飛散防止措置を講じ、施設内の安全を確保に努める。 

（ウ）大規模空間の天井等非構造部材の安全対策 

体育館等は、災害時の避難所としての役割を担うため、天井や設備機器等の非構

造部材の耐震性を調査し、安全対策を講ずる。 

 

イ ビル落下物の安全化 

【実施主体】区災対総務部、区災対都市整備部、区災対保健福祉部、区災対教育部、区

災対地域本部 

○ ビル落下物（窓ガラス、屋外広告物等）について、建築基準法や屋外広告物条例

の規定を活用して、改修を指導し、住民及び通行人の安全を確保する。 

 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は、地震の際、看板等の屋外広告物が脱落し、被害をもたらすこと

がないよう、東京都屋外広告物条例（昭和 24年東京都条例第 100号）に基づき、表

示者等に対して屋外広告物の許可申請時に指導を行うとともに、設置後の維持管理

の指導を行う。 

○ 一定規模以上の屋外広告物については、屋外広告物管理者を設置する。 

 

ウ 家具類の転倒・落下・移動の防止 

【実施主体】区災対都市整備部 

○ 区民・事業者に対する転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発を行う。 

○ 区立施設の家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進を図る。 
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○ 家具類の転倒・落下・移動防止対策の重要性に関する普及啓発を行うとともに、

高齢者や障害者のいる世帯等を対象に、家具転倒・落下・移動防止器具取付支援を

行い、家具転倒・落下・移動防止の推進を図る。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 具体的に家具類の転倒・落下・移動防止対策等を示した資料等を作成し、区民や

事業所に対する防災指導に活用する。 

○ 防災週間等のイベントや防災訓練時の普及・啓発及び家具類の転倒・落下・移動

防止器具の取付講習を実施する。 

○ 関係機関、関係団体等と連携した周知する。 

○ 映像など多様な手法を活用し、家具類の転倒・落下・移動防止に向けた普及啓発

を実施する。 

 

【実施主体】区、都 

○ 区及び都は、保有施設におけるオフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策の実

施状況調査を行い、結果を公表するなど、防止対策を推進する。 

 

エ 美術品等の転倒・落下・移動防止 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対教育部 

○ 区は、美術館・博物館等における収蔵品及び展示品等の転倒・落下・移動を防止

するため、収蔵棚や展示ケース、固定具等の耐震化・免震化など、より安全な保管・

展示方法への改善を図る。 

 

（４）文化財施設の安全対策 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 災対教育部 ○ 定期的に消防機関への通報、消火、重要物件の搬出、避難誘導等の

総合訓練等の防災訓練を実施 

○ 消防用設備及び防災設備等の点検・整備 

○ 文化財防災点検表を作成 

東京消防庁・消防署 

所有者 

管理者 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】東京消防庁・消防署、区災対教育部 

法令に基づく立入検査を実施するとともに、毎年１月 26日を「文化財防火デー」とし

て関係機関と常に密接な関係を図り、学校教育・生涯学習を通じて文化財防火運動を推

進し、文化財に対する認識を高揚させる。 

また、文化財施設の所有者又は管理者に対して、以下の事項を指導する。 

ア 文化財周辺の整備・点検 

（ア）文化財の定期的な見回り・点検 
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（イ）文化財周辺環境の整理・整頓 

イ 防災体制の整備 

（ア）防災計画の作成 

（イ）巡視規則や要領の作成等 

ウ 防災知識の啓発 

（ア）国、都等が主催する文化財の防災に関する講習会等への参加 

（イ）ポスターの掲示、防災訓練への参加の呼びかけ 

エ 防災訓練の実施 

オ 防災設備の整備と点検 

外観点検、機能点検、総合点検、代替措置の整備 

カ 緊急時の体制整備 

消防機関への円滑な通報体制の確立、隣者の応援体制の確立、文化財防災点検表に

よる定期的な自主点検の実施 

＊文化財の現況〔資料編資料第 21・P36〕 

 

（５）社会公共施設等の応急危険度判定実施体制の整備 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ◎災対都市整備部 
○ 区立の公共建築物が被災した場合に備え、応急危険度判定の

実施体制を整備 

社会公共施設の管理者 
○ 所管する社会公共施設が被災した場合に備え、必要に応じて応急危険度

判定の実施方法を確保 

都各局 

○ 都立の公共建築物が被災した場合に備え、応急危険度判定の実施体制を

整備 

○ 公共建築物等応急危険度判定部会に関する要綱の整備 

○ 都各局が実施する応急危険度判定を支援する体制を整備 

○ 応急危険度判定の講習等を実施 

○ 都立学校における安全確保のための体制整備と区市町村との協力体制の

調整 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 判定対象施設 

区の公共建築物、民間が整備する医療機関、学校、老人ホーム等の建築物のうち、社

会公共施設等（※）を対象とする。 

※ 社会公共施設等とは、区立施設、区立以外の公立施設及び民間施設のうち、警視

庁・警察署、東京消防庁・消防署、区本部が設置される庁舎の他、避難所に指定さ

れている学校施設等、福祉避難所に指定されている社会福祉施設等、災害拠点病院

等に指定されている医療機関等、防災上特に重要な建築物及び応急仮設住宅となり

うる公的住宅等を総称していう。 
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イ 判定実施体制の整備 

【実施主体】区災対都市整備部 

区災対都市整備部は、所管する区立施設のうち、社会公共施設等について、迅速な

判定が実施できるよう、判定対象施設リストを作成し、判定技術者の配置に努めると

ともに、計画的に応急危険度判定に必要な資器材を配備する。また、所管する区立施

設について応急危険度判定の実施体制を整備する。 

 

（６） ブロック塀等の倒壊防止 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対都市整備部 ○ ブロック塀等の適切な管理への啓発・支援 

災対土木部 ○ ブロック塀等の安全化（生垣等による緑化） 

都都市整備局 ○ブロック塀等の安全化 

③ 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対都市整備部 

○ 安全性が確認出来ないブロック塀、大谷石塀、万年塀等については、災害時に

倒壊し、通行人等へ危害を及ぼすおそれがある。また、避難、消防及び救援活動

の阻害要因となるなど、様々な被害をもたらす。 

○ 所有者自らが危険性を認識し安全対策に取り組めるよう、「塀の点検のチェック

ポイント（国土交通省住宅局）」等について、配布や区のホームページへの掲載に

より、安全点検実施方法を周知する等、塀の適切な設置及び管理を啓発する。 

○ ブロック塀等の撤去工事助成及び生垣緑化助成等の支援制度を活用し、危険な

ブロック塀等の撤去と生垣等による緑化を促進する。 

 

【実施主体】都都市整備局 

○ 都都市整備局は区市町村と連携し、建築物防災週間や建築確認時等の機会を捉

えて、ブロック塀の倒壊による危険性や対策の必要性について啓発し、改善指導

を行う。 

○ 都都市整備局は、自己点検のチェックポイントや、区市町村における助成制度

及び相談窓口の一覧などを耐震ポータルサイトに掲載し、広く情報発信すること

で、所有者による安全対策の取組みを支援する。 

○ 都都市整備局は、民間のブロック塀等の撤去や新設等を行う者に対し補助金を

交付する区市町村に対して支援し、ブロック塀等の安全対策の促進を図る。 

○ 都教育庁は、公立小中学校等のブロック塀等の安全対策を行う区市町村を支援

し、震災時における児童生徒等の安全確保を図る。 

○ 都各局は通学路を含む不特定多数が通行する道路等に面する塀等について、第

一優先順位で撤去等の安全対策を行う。 

  



第３章 安全な都市づくりの実現 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 119 

第
３
章 安

全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

３ 液状化、長周期地震動への対策の強化 

（１）液状化対策の強化 

① 対策内容と役割分担 

液状化被害の発生危険性のある箇所について、インフラ施設等の液状化対策、区民への

情報提供など、適切な対策を講じていく。 

機関名 対策内容 

区 災対都市整備部 ○ 液状化のおそれのある地域において、建築物の設計者等に対し

て的確な対策を講じるよう促す。 指定確認検査機関 

都各局 

○ 公共建築物に対する液状化対策 

○ 「東京の液状化予測図」を情報提供 

○ 「液状化による建物被害に備えるための手引」の改定 

○ 既存の地盤調査データ、対策工法などの情報提供 

都水道局 
○ 液状化などにより被害が大きいと想定される地域について、優先的に管

路の耐震化を実施 

都下水道局 ○ マンホールの浮上抑制対策 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 液状化のおそれのある地域における建築物等の安全確保 

【実施主体】区災対都市整備部、指定確認検査機関 

指定確認検査機関は、木造住宅などの建築物について、液状化のおそれがある地域

において、建築確認審査などの機会を捉え、建築物の設計者などに対して、的確な対

策を講じるよう促していく。 

 

（２）長周期地震動対策の強化 

① 対策内容と役割分担 

高層建築物等における長周期地震動対策を推進するとともに、危険物等施設における被

害の防止や室内の安全確保を図る。 

機関名 対策内容 

東京消防庁・消防

署 

○ 屋外タンク貯蔵所の浮き屋根等の適正な維持・管理を指導 

○ 長周期地震動の危険性や、家具の転倒・落下・移動防止措置等の重要

性を広く都民や事業者に周知 

都総務局 

○ 長周期による危険物対策についての九都県市連携 

○ 長周期地震動の危険性や、家具の転倒・落下・移動防止措置等の重要性を広く都

民や事業者に周知 

都都市整備局 
○ 高層建築物について、建築主及び建築士などの団体等に対して、補強方法の事例、

家具転倒防止対策等の情報提供 

東京管区気象台 ○ 長周期地震動情報に関する情報を活用するための普及・啓発活動の推進 
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４ 出火、延焼等の防止 

（１）消防水利の整備、防火安全対策 

① 対策内容と役割分担 

地震による火災や延焼等の防止を図るため、消防水利の整備や建築物等の防火安全対策

を推進する。 

機関名 対策内容 

区 災対地域本部 
○ 初期消火体制の強化 

○ 消防水利の整備 

東京消防庁・消防署 

○ 消防水利の整備 

○ 消防活動路の確保 

○ 消火活動が困難な地域への対策 

○ 火気使用設備・器具の安全指導 

○ 電気設備等の安全指導 

○ その他出火防止のための査察・指導 

都 
○ 消防水利の整備 

○ 消防活動路の確保 

 

② 詳細な取組み内容 

ア 出火等の防止 

地震による複雑な出火機構と火気使用設備器具及び危険物、化学薬品等の膨大な出火

要因から判断して、相当数の出火が予想される。 

このような現状においては、あらゆる施策を講じて出火の危険性につながる要因を

個々に分析・検討しその対応策を進めるとともに、区民に対し、防災意識の高揚と行動

力の向上を図ることによって、震災時における出火の極限防止を目標とする。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 火気設備・器具の安全化について、火災予防条例に基づき、石油燃料機器類への

耐震安全装置の設置の徹底、火器設備・器具周囲の保有距離の離隔及び固定等、各

種の安全対策を推進する。 

○ 電気設備等の耐震化を指導するとともに、電気火災の防止に向けた普及啓発を推

進し、出火防止等の安全対策の強化を図る。 

○ 地下街、飲食店、百貨店、病院等の防火対象物及び多量の火気を使用する工場、

作業場等に対して、火気設備・器具等の固定、当該設備・器具への可燃物の転倒・

落下・移動防止措置、災害時における従業員の対応要領等について、立入検査等に

おいて指導する。 

○ 各事業所に対して、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を確

認し、作成していない事業所に対しては、計画の作成を指導する。 

○ 発災直後の出火以外にも、地震発生から数日後の復電による通電火災等が発生す

る可能性があることに留意し、区民等への指導を行っていく。 
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イ 初期消火体制の強化 

【実施主体】区災対地域本部 

【街路消火器の設置】 

震災時に区内各地で予想される同時多発火災に対し、近隣住民が協力しあい、初期

消火活動を行えるよう、街路消火器を設置している。常に使用可能な状態におくため

に、薬剤の詰替、器具の補修、不良箇所の発見、簡易な補修、清掃等にあたる。また、

災害時にすぐ使用できるよう使用方法、設置場所のＰＲ等に努める。 

＊世田谷区街路消火器設置要綱〔資料編資料第 22・P41〕 

設
置
の
目
安 

（ア）出火及び延焼危険の大きい住宅地を中心に設置（木造一般住宅密集地、消

防活動困難な狭あい地、新興住宅地等） 

（イ）防災意識の高揚及び一般火災への対応のために適切なところに設置（中層

アパート群、駅周辺等） 

（ウ）避難路の安全を確保するため、主要道路に概ね 100m間隔に設置 

（エ）一時集合所、避難所等の周辺に重点的に設置 

 

街路消火器設置本数 （平成 25年４月１日現在） 5,691本 

＊街路消火器の設置現況〔資料編資料第 23・P43〕 

 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、東京消防庁・消防署 

【家庭への消火器等の普及】 

家庭内で用意すべき消火器具については、各個人がこれを備えるよう啓発及び支援

を行う。 

＊世田谷区消火器薬剤補充等に係る助成に関する要綱〔資料編資料第 24・P44〕 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

消防用設備等が地震時にも機能を十分に発揮し、火災を初期のうちに消火できるよ

う、都民及び事業者に耐震措置を指導する。各家庭からの出火や火災の拡大を防止す

るため、住宅用火災警報器をはじめ住宅用防災機器等の普及・維持管理の推進を図る。 

【消防用設備等の適正化】 

（ア）計画目標 

消防用設備等が、地震時にもその機能を十分に発揮し、火災を初期のうちに消火

できるよう耐震措置の指導を促進する。 

（イ）事業計画 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の貯水槽、加圧送水装置、非常電源配管

等が地震時にも機能するよう指導を強化する。 
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ウ 火災の拡大防止 

○ 消防水利の整備について、次の項目を推進する。 

所管 内容 

区 

（ア）防火水槽 

Ａ 区の新設及び既設施設に設置する。 

Ｂ 「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」に

より設置を求める。 

Ｃ 区民の土地を借地し、区が設置する。 

東
京
消
防
庁
・
消
防
署 

○ 深井戸や耐震性を有する防火水槽を整備する。 

○ 都、区及び関係機関と連携して、河川等あらゆる水源の有効活用を図

る。 

○ 木造住宅密集地域等の道路狭あい地域に設置されている消火栓・排水

栓等の水道施設について、都、区及び水道局と連携して、自主防災組織

等が初期消火に使用する水源として活用する。 

○ 防火水槽の鉄蓋を軽可搬ポンプの吸管が容易に投入できるよう改良

し、自主防災組織等が利用しやすい防火水槽を整備する。 

○ 木造住宅密集地域内において著しく水量が不足する地域に、重点的に

水利整備を推進するため、関係機関と協議を行い、整備方策を検討する。 

○ 経年防火水槽を再生し、震災時の消防水利を確保する。 

○ 特別区においては、延焼危険度が高い地域や震災対策上重要な地域を

中心に、耐震性を有する防火水槽等の整備を推進するとともに、都や区

と連携した水利整備方策の推進に努める。 

○ 民間の建設工事に併せて消防水利を設置した場合に、一定の条件の下

に補助金を交付することにより、消防水利の整備推進を図る。 

○ 区が公共施設及び特殊建築物を整備するときには、東京都震災対策条

例第 27 条に基づき、防火水槽等の整備に努める。また民間の開発事業

等に際しては、都市計画法の開発行為に伴う協議や区における宅地開発

等に関する条例及び指導要綱に基づき防火水槽等の確保に努める。 

○ 都有地等の売却に際し、既存の防火水槽等の存置や代替え水利の確保

を図る。 

 

【実施主体】区 

【消火用スタンドパイプの普及】 

災害発生時の初期消火活動の円滑な実施を図るため、区立施設等に配備するととも

に、各町会・自治会等に対しスタンドパイプの普及に努める。 

応急給水資器材配置場所一覧（資料編資料第 25・P46） 
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【防火水槽の設置推進】 

火災発生時の被害を最小限度に抑えるため、防火水槽の設置を東京消防庁・消防署

で進めているが、区としても、区立施設の建設時や「世田谷区建築物の建築に係る住

環境の整備に関する条例」に基づき、マンション等の建設時に面積に応じ、40㎥、60

㎥、100㎥の防火水槽の設置を求めている。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

【火災の拡大防止】 

現状の都市構造においては、区民及び事業所等の協力によって、出火防止及び初期

消火の徹底を図っても、なお相当数延焼火災の発生が予想されることから、特に、地

域総合防災体制の確立、消防力整備・増強、消防水利の整備、消防活動路等の確保、

消防団の強化等を推進する。 

 

【消防活動体制の整備強化】 

区内における常備消防力は、３消防署、11 消防出張所に、消防職員 725 名を擁し、

ポンプ車・化学車・はしご車・救助車及び消防機動二輪車等 77台を配備して災害に備

えている。（平成 28年４月１日現在） 

消防機関は、平時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地震被害の

態様に即した各種の震災消防計画を策定し、有事即応体制の確立を図っている。また、

地震等により多発する救助活動や消火活動に迅速に対応するため、特別救助隊が配置

されていない消防署にあっては、救助資器材を配置している。 

＊消防車両等の内訳〔資料編資料第 26・P48〕 

 

【装備資器材の整備】 

地震時において、常備消防力を最大限に活用するため、震災の態様に応じた資器材

を整備するとともに、防災区民組織、地域住民等も消防隊員用救助資器材を使用でき

るよう計画を図る。 

 

【消防水利の整備】 

震災時の同時多発火災に対処するため、延焼危険度の高い地域や震災対策上重要な

地域を中心に、防火水槽の設置や民間建物の基礎部分を利用した地中ばり水槽の設置

促進に努めている。 

また、関係公共機関等が行う集合住宅の建設や民間の開発行為、市街地再開発事業

等に際して、防火水槽等を確保するよう働きかけるとともに、都市づくりと一体とな

った消防水利を確保するため、河川改修等に対する消防水利機能の確保や雨水貯留施

設、親水公園など他の用途の水源を消防水利に活用する。 

さらに、巨大水利の開発・確保など多角的な方策による消防水利の整備促進に努め

る。 

＊消防水利〔資料編資料第 27・P48〕 
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【消防活動路等の確保】 

震災時においては、建物、電柱等の倒壊により消防車両等が通行不能になることが

予想される。 

このため、次の対策を推進し、消防活動路の確保を図る。 

（ア）民間からの特殊車両の借り上げ確保 

（イ）消防活動に必要な幹線的道路の拡幅、Ｕ字溝等の暗きょ化、コーナー部分の隅き

り整備などの関係機関との検討 

（ウ）震災消防活動が効果的に行えるよう道路啓開や交通規制等についての警視庁・警

察署との連携 

 

【消防活動が困難な地域への対策】 

震災時には、道路の狭あいに加え、木造住宅の密集等により消防活動が著しく阻害

される区域が発生することが予想される。 

このため、道路の拡幅、消防水利の充実、消防隊用可搬ポンプ等の活用、消防団体

制の充実等の施策を推進するとともに、消火活動の阻害要因の把握及び分析並びに延

焼火災に関する調査研究結果を、防災都市づくり事業等に反映し、消防活動が困難な

地域の解消に努める。 

 

（２）危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の安全化 

① 対策内容と役割分担 

ア 石油等危険物施設の安全化 

機関名 対策内容 

東京消防庁・消防

署等 

○ 事業所防災計画の作成状況の確認、作成の指導 

○ 石油等危険物施設の安全指導 

 

イ 液化石油ガス消費施設の安全化 

機関名 対策内容 

都環境局 ○  液化石油ガス消費施設の安全化 

 

ウ 高圧ガス取扱施設の安全化 

機関名 対策内容 

都環境局 ○ 高圧ガス取扱施設の安全確保 
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エ 毒物・劇物取扱施設の安全化 

機関名 対策内容 

事業者 ○ 事業者は、漏洩（えい）を防止するための体制をあらかじめ整備 

都福祉保健局 

区災対医療衛生部 

○ 毒物・劇物取扱施設立入検査、講習会、保守点検、事故発生時の対応、措置、防

災訓練の実施、危害防止規定等作成等の指導 

都教育庁 

区災対教育部 
○ 公立学校における毒物・劇物災害を防止 

都生活文化局 ○ 私立学校における毒物・劇物災害を防止 

 

オ 化学物質関連施設の安全化 

機関名 対策内容 

東京消防庁・消防署 ○ 事業所防災計画の作成指導 

都環境局 
○ 化学物質による被害防止 

○ PCB保管事業者の明確化 

 

カ 放射線等使用施設の安全化 

機関名 対策内容 

東京消防庁・消防署 ○ 事業所防災計画の作成指導 

都福祉保健局 ○ RI管理測定班を編成し、地域住民の不安除去に努める。 

都総務局 

都福祉保健局 

都産業労働局 

○ 監視体制の強化、法制上の問題、災害時の安全対策等について協議 

○ 関係各局がそれぞれの RI対策を推進 

 

② 詳細な取組み内容 

石油等の危険物及び毒劇物等の有毒物は、震災時の漏えい及びその結果生じる人体被害

や、出火、延焼拡大等の危険要因を持っている。 

危険物施設、有毒物及び危険物輸送車両の安全性が、関係法令に適合するよう指導する。 

 

ア 石油等危険物施設等の安全化 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

（ア）計画目標 

危険物関係の施設は、地震・火災時に生命、身体や財産の被害をおよぼすおそれ

が多分にあるので、これらの施設の耐震化、適切な貯蔵取扱い、事業所防災計画の

作成等を指導するとともに、立入検査の実施、施設従事者に対する危険物の取扱指

導及び訓練等の実施により、災害の予防を図る。 

（イ）現況 

（平成 28年４月１日現在） 

製造所等の種別 製造所 貯蔵所 取扱所 合計 

計 0 232 153 385 

※区内には、火薬類関係施設は存在しない。 
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（ウ）事業計画 

Ａ 法令に基づく立入検査を実施し、災害予防の処置にあたるとともに、法令に定

める基準に適合していない施設については改修等の処置を強力に推進し、危険物

取扱者等による自主的な災害予防体制の確立を図る。 

Ｂ 各事業所に対し、危険物施設の構造設備及び取扱いの適正指導を行ない、災害

の未然防止につとめる。 

Ｃ 各事業主及び危険物取扱者による研究会等を行い、火災予防思想の普及と危険

物の貯蔵取扱い技術の習熟を図る。 

Ｄ 各事業所では、危険物取扱者の資格を有する者に取扱いを行わせるとともに、

資格者の養成及び複数の選任に努めるよう指導する。 

Ｅ 地震発生時の被害の防止、軽減を図るため、あらかじめ予防規程又は防災計画

の作成について積極的に指導し、その教育・訓練等を推進する。 

 

イ 化学物質関連施設の安全化 

【実施主体】東京消防庁・消防署、都各局 

【化学薬品等の安全化】 

化学薬品を取扱う学校、病院、研究所等の立入検査を定期的に実施し、保管の適正

化指導等により安全対策を推進する。 

主な指導事項 

（ア）化学薬品容器の転倒・落下・移動防止措置 

（イ）化学薬品収納棚の転倒・落下・移動防止措置 

（ウ）混合混触発火性物品の近接貯蔵防止措置 

（エ）化学薬品等収納場所の整理整頓 

（オ）初期消火資器材の整備 

 

ウ 放射線等使用施設の安全化 

 放射線等使用施設については、国（原子力規制委員会）が、「放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律」に基づき、RI（ラジオ・アイソトープ）の使用、販売、

廃棄等に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強化、

平常時はもとより震災時においても監視体制がとれるよう各種の安全予防対策を講じる。 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

放射線等使用施設を有する事業所の震災時安全確保のため、「東京都震災対策条例」

に基づく事業所防災計画の作成状況を確認するとともに、未作成の場合は作成を指導

する。 

 

（３）危険物等の輸送の安全化 

① 対策内容と役割分担 

関係官庁による危険物積載車両の路上取締りを毎年定期的に実施するとともに、常置場

所においても立入検査を実施し、構造設備等の保安・管理の徹底を図る。また、輸送車両

の事故を想定した訓練を実施し保安意識の高揚に努める。  



第３章 安全な都市づくりの実現 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 127 

第
３
章 安

全
な
都
市
づ
く
り
の
実
現 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

 

機関名 対策内容 

都福祉保健局 
○ 法令基準に適合するよう指導取締りの実施 

○ 関係機関との連絡通報体制の確立 

東京消防庁・消防署 
○ タンクローリー等による危険物輸送の指導、安全対策の実施 

○ イエローカードの車両積載の確認及び活用推進 

警視庁・警察署 

○ 危険物等運搬車両の通行路線の検討 

○ 危険物等運搬車両の路上点検、指導取締りの推進 

○ 関係機関等の連絡通報体制の確立 

都環境局 

○ 高圧ガスに関する保安講習会等による事故防止対策の普及啓発 

○ 高圧ガス及び液化石油ガス移動車両の路上点検の実施 

○ 高圧ガス移動車両の事故を想定した訓練の実施 

JR貨物 

○ 鉄道タンク車の検査体制強化及び私有タンク車の安全性に関する指導の実施 

○ 火薬類等の危険品輸送時の災害防止 

○ 部外関係機関等における緊急時の協力・応急処理体制の確立 

○ 社員に対する事故時の処理方法等の教育指導、訓練実施 
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第２ 応急対策 

１ 消火・救助・救急活動 ３ 社会公共施設等の応急対策 

２ 河川施設等の応急対策による二次災害防

止 

４ 危険物等の応急措置による危険防止 

 

１ 消火・救助・救急活動 

災害発生後は、迅速・的確な消火活動を実施するとともに、被災者の救助・救急活動を実施

する。 

（第２部第２章（区民と地域の防災力向上）第５節「第２ 応急対策」参照） 

（第２部第５章（応急対応力、広域連携体制の強化）第５節「第２ 応急対策」参照） 

 

 

２ 河川施設等の応急対策による二次災害防止 

（１）河川施設等の応急対策 

堤防といった公共土木施設が地震等により被害を受けるおそれがあるときは、水害を警戒、

防御する。被害を受けたときは、速やかに応急対策を行い、二次災害を防止する。 

 

 

３ 社会公共施設等の応急対策 

（１）社会公共施設等の応急対策 

① 対策内容と役割分担 

ア 社会公共施設等の応急危険度判定 

地震が発生したとき、応急対策上重要な役割を果たす社会公共施設等について、余震

等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、早期に被害状況を調

査し、使用できるかどうかを応急的に判定する。 

機関名 対策内容 

社会公共施設の管理者 

○ 所管する社会公共施設が被災した場合、必要に応じて応急危険度

判定を実施 

○ 判定が困難な場合、区に判定実施の支援要請 

区 災対都市整備部 ○ 公共建築物が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施 

都各局 

○ 都立公共建築物が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定を実施 

○ 応急危険度判定技術者が不足する場合、他団体（他行政庁、民間団体）への

協力要請 

○ 社会公共施設の管理者から判定実施の支援要請があった場合、公共建築物に

準じて、社会公共施設の判定を実施 

 

イ 社会公共施設等の応急対策 

機関名 対策内容 

各施設管理者 ○ 状況に応じて必要な措置をとる。 
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②詳細な取組み内容 

ア 社会公共施設等の応急危険度判定 

（ア）区立の公共建築物が被災した場合 

【実施主体】区災対都市整備部 

○ 区は、その所管する公共建築物が被災した場合、施設管理者より被害状況の

報告を受け、必要に応じて応急危険度判定を実施する。 

○ その判定が困難な場合、区本部に判定実施の支援を要請する。 

（第２部第 12章第５節第２「１ 被災住宅の応急危険度判定」参照） 

 

（イ）その他の社会公共施設が被災した場合 

【実施主体】管理者 

○ 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設が被災した場合、必要

に応じて応急危険度判定を実施し、区施設管理所管へその報告をする。 

○ 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設の判定が困難な場合、

区又は都に判定実施の支援を要請する。 

 

【実施主体】区災対都市整備部 

○ 区本部は公共建築物に準じて、社会公共施設の判定を実施する。 

 

イ 社会公共施設等の応急対策 

（ア）各医療機関 

○ 事業継続計画（ＢＣＰ）等あらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保

護を最重点に対応する。 

○ 通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて必要な措置をとるなど万全

を期する。 

 

（イ）社会福祉施設等 

○ 社会福祉施設等の責任者は被災後速やかに施設内外を点検し、落下・倒壊等

の危険箇所の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い、安全を確保する。 

○ 利用者の状況、職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じ施設

の応急計画を策定する。 

○ 社会福祉施設等において、施設独自での復旧が困難である場合は、災対保健

福祉部等の関係機関に連絡し、援助を要請する。 

○ 震災の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設の責任者

に積極的に協力し、入所者の安全を確保する。 

 

（ウ）学校施設 

○ 学校長は、児童・生徒等の安全確保を図るため、避難計画を作成し、この計

画に基づいて行動する。 
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○ 自衛防災組織を編成し、役割分担に基づき行動する。 

○ 緊急時には、関係機関へ通報して臨機の措置を講じる。 

○ 学校施設が、避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努めると

ともに、余震や火災予防についても十分な措置をとる。 

○ 学校施設の応急修理を迅速に実施する。 

 

（エ）文化財施設 

○ 文化財に被害が発生した場合は、その所有者又は管理者は、直ちに東京消防

庁・消防署等の関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況

を速やかに調査し、区指定の文化財は区災対教育部が、都教育委員会を経由し

て、その結果を文化庁長官に報告する。 

○ 関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講じる。 

 

（オ）区立文化施設・社会教育施設 

○ 区立文化施設・社会教育施設の管理者は、施設の利用者等が不特定多数であ

ることから、利用者等の避難誘導に当たっては、あらかじめ定められた避難場

所に誘導し、混乱防止及び安全確保に万全を期する。 

○ 災害状況に即した対応ができるよう区災対区民支援部及び区災対教育部は、

関係機関との緊急連絡体制を確立する。 

 

（カ）応急仮設住宅となりうる公的住宅等 

○ 各住宅の管理者は、発災後速やかに被害の概況を調査し、必要に応じて応急

措置を講じる。 

 

（２）土砂災害に関する応急対策 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
○ 発生状況等を情報収集し都建設局に報告、応急措置の実施、避難対策

の実施 

都建設局 ○ 急傾斜地崩壊防止施設における、応急措置及び応急復旧対策の実施 

 

② 業務手順 

【実施主体】区 

○ 土砂災害の発生状況等の情報収集を行い、都建設局に報告する。 

○ 土砂災害の危険性が高い箇所について、関係機関や区民に周知を図り、応急対策を

行うとともに、災害のおそれがある場合は避難対策を実施する。 

○ 気象庁により土砂災害警戒情報（避難勧告発令段階）が発令された場合は、交通管

理者である警察と連携し、土砂災害特別警戒区域内の、区で管理する道路等について

通行規制を行う。 
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【実施主体】都建設局（第二建設事務所） 

○ 土砂災害による急迫した危険が認められる場合は、区市町村が適切に避難勧告等の

判断が行えるよう、情報を提供する。 

 

４ 危険物等の応急措置による危険防止 

○ 都、区市町村又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施

設の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

 

（１）危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 

① 対策内容と役割分担 

ア 石油等危険物施設の応急措置 

機関名 対策内容 

区 ○ 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 

東京消防庁・消防

署等 

○ 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対し、当

該危険物施設の実態に応じた措置を講じるよう指導 

○ 必要に応じて、応急措置命令等を実施 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 

 

イ 液化石油ガス消費施設の応急措置 

機関名 対策内容 

区 ○ 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 

都環境局 

○ 販売事業者等に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 

○ 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 

○ 被害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に緊急出動要請 

○ 安全維持等のため必要な場合は、販売事業者等に緊急措置を講じるよう指示 

 

ウ 高圧ガス取扱施設の応急措置 

機関名 対策内容 

区 

○ 必要に応じ、区民に対する避難の勧告等の措置を実施 

○ 避難勧告・避難指示（緊急）の発令、避難誘導、避難所開設、避難住

民保護、情報提供、関係機関との連携 

東京消防庁・消防

署 

○ 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村へ

の通報 

○ 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と連

携した避難勧告又は指示及び区市町村へのその内容の通報 

○ 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制 

○ 災害応急対策の実施 
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機関名 対策内容 

警視庁・警察署 

○ ガス漏れ等の事故が発生した場合、関係機関との連絡通報 

○ 区市町村長からの要求等により、避難を指示 

○ 避難区域内への車両の交通規制 

○ 避難路の確保及び避難誘導 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は関係機関への通報等、応急措置 

都環境局 

○ 事業者に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 

○ 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 

○ 被害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に緊急出動要請 

○ 安全維持等のため必要な場合は、事業者に緊急措置を命令 

防災事業所 ○ 出動要請を受けて応援出動 

都総務局 ○ 都県市境付近での漏えい事故の際、関係機関への連絡通報 

 

エ 毒物・劇物取扱施設の応急措置 

機関名 対策内容 

区 
○ 避難勧告・避難指示（緊急）の発令、避難誘導、避難所開設、避難住

民保護、情報収集及び提供を関係機関と連携して行う 

警視庁・警察署 

○ 毒物・劇物の飛散、漏出等の事故が発生した場合、関係機関との連絡

通報、被害調査、被害拡大防止、警戒区域設定、救出救護活動、交通規

制、避難誘導、被害拡大防止措置等 

○ 区市町村長からの要求等により、避難を指示 

○ 避難区域内への車両の交通規制 

○ 避難路の確保及び避難誘導 

東京消防庁・消防

署 

○ 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区市町村へ

の通報 

○ 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と連

携した避難勧告又は指示及び区市町村へのその内容の通報 

○ 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制 

○ 災害応急対策は第２部第５章「応急対応力、広域連携体制の強化」に

より対処 

都下水道局 
○ 下水道への流入事故の際は、排出防止の応急措置を指導 

○ 災害情報の収集、伝達 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は関係機関への通報等、応急措置 

都福祉保健局 

区災対医療衛生部 

○ 毒物・劇物取扱事業者に対して、応急措置を指示 

○ 毒物・劇物の飛散等に対し、除毒作業を事業者に指示 

○ 災害情報の収集、伝達 

都教育庁 

区災対教育部 
○ あらかじめ計画した発災時の対策に基づく行動を指導 
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オ 化学物質関連施設の応急措置 

機関名 対策内容 

区 ○ 必要に応じ、事業者に応急措置を指示 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は、区等関係機関に連絡、応急措置を実施 

都環境局 

○ 化学物質対策 

区市町村と連絡調整、必要に応じて関係機関に情報提供 

○ PCB対策 

区市町村との連絡調整により、PCB保管事業者に関する情報収集を行うとともに、

環境省廃棄物・リサイクル対策部へ報告 

カ 放射線等使用施設の応急措置 

○ 放射線同位元素使用者等は、放射性同位元素又は放射線発生装置に関し、放射線

障害が発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、放

射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 36年法律第 167号）に

基づいて定められた基準に従い、直ちに応急の措置を講じ、原子力規制委員会に報

告する。 

○ 原子力規制委員会は、必要があると認めるときは、放射線障害を防止するために

必要な措置を講じることを命ずることができる。 

機関名 対策内容 

区 
○ 関係機関との連絡を密にし、必要に応じ、住民に対する避難の勧

告等の措置を実施 

東京消防庁・消防署 

○ 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼

とし、使用者に必要な措置をとるよう要請 

○ 事故の状況に応じ、必要な措置を実施 

都福祉保健局 
○ RI使用医療施設での被害が発生した場合、RI管理測定班を編成し、必要な措

置を実施 

 

② 業務手順及び詳細な取組み内容 

〔一般的な事故報告等の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業界団体 

事業所 

警視庁 

区 

都所管局 

国 

総合防災部 

東京消防庁 
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ア 石油等危険物施設の応急措置 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

【実施主体】東京消防庁・消防署等 

関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次に掲げる措

置を当該危険物施設の実態に応じて講じるよう指導する。また、必要があると認める

ときは、法令の定めるところにより応急措置命令等を行う。 

○ 危険物の流出又は爆発等のおそれのある作業及び移送の停止、施設の応急点検と

出火等の防止措置 

○ 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命安全措置及

び防災機関との連携活動 

 

災害応急対策は、第５章第５節第２「２ 消火・救助・救急活動」により対処する。 

 

【実施主体】事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が予想される

場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、応急措置を実施する。 

 

イ 液化石油ガス消費施設の応急措置 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

 

【実施主体】事業者等 

○ 発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が予想され

る場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、応急措置を実施する。 
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ウ 高圧ガス取扱施設の応急措置 

〔高圧ガス震災時応援連絡体制〕 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）太線は応援出動体制を示す。 

 

○ 高圧ガス漏えい事故が発生し、災害が拡大するおそれがある場合には、東京都高

圧ガス地域防災協議会が指定している防災事業所が応援出動する。 

○ 防災事業所自体が地震の被害を受け出動できない場合は、被害を受けていない地

域の協議会支部が、ガスの種類に応じ、支部単位で応援出動する態勢をとることと

し、応援の要請を受けた支部長は、連絡網を通じて支部の会員をまとめ、応援出動

する。 

○ 高圧ガス貯蔵施設が被害を受け塩素ガス等の有毒ガスが漏えいした場合、気体と

しての特性から、都県境を越えるなど広範囲に被害が拡大するおそれがある。この

ため、都は近接の他県市との間に広域情報連絡体制を定めている。 

○ 関係機関は高圧ガス大規模漏えい等緊急の場合、所定の様式に基づき通報する。 

 

 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

  

 都 総 務 局            
 総合防災部 
 防災対策課 

 
応援支部長 

 
 

 
 応援支部会員 
 
 

 
 警 視 庁                
 （所轄警察署）                
 
 

 
関東東北産業保安監督部 
 
 

 
 災 害 発 生 場 所                 
 （ 事 業 所 等 ）                 
 
 

 
 東 京 消 防 庁                
 （所轄消防署）                
 
 

 
 

経済産業省 

東京都高圧ガス地域防災協議会 
 ・（公社）東京都高圧ガス保安協会 
 ・（一社）東京都ＬＰガス協会   
 ・（一社）東京都ＬＰｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ協会 

 ・都環境局環境改善部 
   環境保安課 
 ・多摩環境事務所管理課 

 
所属支部長 
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エ 毒物・劇物取扱施設の応急措置 

（機関別対応措置） 

 

 

 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

 

オ 放射線等使用施設の応急措置 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 
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（２）危険物輸送車両等の応急対策 

① 対策内容と役割分担 

ア 危険物輸送車両の応急対策 

機関名 対策内容 

区 ○ 必要に応じ、住民に対する避難の勧告等の措置を実施 

警視庁・警察署 

○ 事故の状況把握及び都民等に対する広報 

○ 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 

○ 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域の

設定、救助活動等の措置 

東京消防庁・消防

署 

○ 関係機関と密接な情報連絡を行う。 

○ 災害応急対策は第２部第５章「応急対応力、広域連携体制の強化」に

より対処する 

事業者等 ○ 危険が想定される場合等は、関係機関への通報等、応急措置 

都環境局 

○ 関係機関との密接な情報連携 

○ 必要な場合、一般高圧ガス等の移動制限又は一時禁止等の緊急措置を命令 

○ 災害拡大のおそれがある場合は、防災事業所に応援出動を要請 

関東東北産業 

保安監督部 

○ 都及び関係機関との密接な情報連絡 

○ 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ、移動制限又は一時禁止等の緊急措置命令 

関東運輸局 ○ 危険物輸送の実態に応じた対策を推進 

JR貨物 
○ 事故の拡大等防止のため、立入禁止等の措置 

○ 消防、警察等の関係機関への通報 

 

イ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

○ 核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる

放射性物質安全輸送連絡会（昭和 58年 11月 10日設置）において安全対策を講じる。 

機関名 対策内容 

区 
○ 関係機関と連絡を密にし、必要に応じ、住民に対する避難の勧告等

の措置を実施 

警視庁・警察署 

○ 事故の状況把握及び都民等に対する広報 

○ 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 

○ 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域

の設定、救助活動等必要な措置 

東京消防庁・消防署 

○ 事故の通報を受けた旨を都総務局に通報 

○ 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救

助、救急等に関する必要な措置を実施 

事業者等 
○ 関係機関への通報等、応急の措置を実施 

○ 警察官等の到着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置を実施 

関係省庁 
○ 放射性物質輸送事故対策会議の開催 

○ 派遣係官及び専門家の対応 

都総務局 
○ 事故の通報を受け、直ちに関係機関に連絡 

○ 国への専門家の派遣要請や住民の避難等の措置 
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② 詳細な取組み内容 

ア 危険物輸送車両の応急対策 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

 

イ 核燃料物質輸送車両の応急対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施主体】区 

区は、事故時には必要に応じ次の措置を行う。 

（ア）住民に対する避難の勧告又は指示 

（イ）住民の避難誘導 

（ウ）避難所の開設 

（エ）避難住民の保護 

（オ）情報提供 

（カ）関係機関との連絡 

  

（
輸
送
事
業
者
・
事
業
者
・
現
場
責
任
者
） 

事 
 
 

業 
 
 

者 
 
 

等 

都道府県警本部 最寄りの警察機関 

最寄りの消防機関 
都道府県 

消防防災主管部局 

最寄りの 

海上保安部署 管区海上保安本部 

放射性物質輸送 

事故対策会議 

原子力規制委員会 

厚生労働省 

総 務 省 

警 察 庁 

総務省消防庁 

海上保安庁 

環 境 省 

国土交通省 
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（３）危険動物の逸走時対策 

① 対策内容と役割分担 

区民が飼養している特定動物等（特定動物及びその他人に危害を加えるおそれのある危

険動物）の逸走の通報があった場合は、関係各局の協力の下、動物の保護、収容場所の確

保、飼い主情報の収集等を行う。 

機関名 対策内容 

区 

○ 事故時には必要に応じ、次の措置を実施 

•  区民に対する避難の勧告又は指示 

•  区民の避難誘導 

•  避難所の開設、避難住民の保護 

•  情報提供、関係機関との連絡 

警視庁・警察署 ○ 情報の受理及び伝達並びに必要な措置（警察官職務執行法） 

東京消防庁・消

防署 
○ 情報の受理及び伝達並びに被災者の救助及び搬送 

都総務局 ○ 情報収集並びに国及び他府県等との連絡調整等の運営管理 

都福祉保健局 ○ 情報収集、特定動物等の捕獲等に関する措置及び関連局（庁）との連絡調整 

都産業労働局 ○ 産業動物の飼い主に対する逸走した家畜の捕獲等を指導 
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第３ 復旧対策 

１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復  

 

１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 

（１）河川施設等の復旧 

河川管理施設については、氾濫水による被害の拡大を防止するために、速やかに施設の復

旧に努める。 

 

（２）社会公共施設等の復旧 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区各部 

各施設管理者 
施設の被害状況を調査し、復旧を実施 

 

② 詳細な取組み内容 

都は、被災施設の復旧に当たり、原状復旧を基本にしつつも、再度の災害防止等の観点

から、可能な限り改良復旧を行うことが望ましい。 

 

ア 学校施設 

○ 区立学校施設が甚大な被害を受け、教育活動ができないと判断した場合に、区災

対教育部は、学校長及び都教育委員会と協力し、応急教育計画等を作成する。児童・

生徒の不安を解消するため、教育活動に中断がないように努める。 

 

イ 文化財施設 

○ 被災した文化財等の廃棄、散逸を防止するため、被害状況と文化財等の重要度に

応じて、都教育委員会、区災対教育部及び文化財管理者等において修復等について

協議を行う。 

 

ウ 区立文化施設・社会教育施設 

○ 区災対区民支援部及び区災対教育部は、区立文化施設・社会教育施設について、

災害後被害状況を調査し、被害状況によっては、施設ごとに再開等の計画を立てる。 

当面の応急措置が終了し、社会一般が安定し日常生活が平常に戻れば、復旧計画

を立て、本格的な復旧を行う。 

 

  



第３章 安全な都市づくりの実現 

第５節 具体的な取組み／第３ 復旧対策 
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（３）二次的な土砂災害防止対策 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

都、区 土砂災害防止対策の実施 

 

② 詳細な取組み内容 

都及び区は、地震による地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所につ

いて、二次災害防止の観点から、可能な限り土砂災害防止対策を行う。 
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第４章 

安全な交通ネットワーク及び 

ライフライン等の確保 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 発災後の交通ネットワークとライフライン等の確保による都市機能の維持 

道路、鉄道といった交通関連施設は、都市の活動を支える基盤として重要な役割を担っ

ており、人命救助や消火活動、物資輸送等を円滑に行い、区民の生命を守るため、発災時

においてもその機能を確保する必要がある。 

また、発災後の区民の暮らしを支え、都市機能を維持するためには、上下水道をはじめ

とした各種ライフラインの機能を確保するとともに、こうした施設を機能させるためのエ

ネルギー（電力・ガス等）の確保が不可欠である。 

本章では、区民生活や都市機能を支える交通ネットワークやライフライン等の対策を示

す。 
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第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

○ 首都圏三環状道路の早期整備

○ 幹線道路ネットワークのミッシングリンクの存在や、
発災時の沿道建築物の倒壊による道路閉塞の発生

○ 「せたがや道づくりプラン」に基づき、防災対策に
繋がる道路整備を計画的かつ効率的に進める必要

○ 水道の耐震化における、停止して耐震化の工事を行
うことができない施設や管路の存在

○ 下水道の機能確保のための耐震化・浮上抑制対策の必要

○ 事業者による耐震設計基準に基づいた施設整備等の必要

○ 防災上重要な建築物やライフライン施設等の発災後
における機能維持に向けた自立電源の確保

○ 道路ネットワークの整備、道路・橋りょう等の安全確保や
新たな交通規制の実施、鉄道事業者に対する支援を進め鉄
道駅や駅間施設などの耐震性向上、鉄道の安全確保と早期
復旧のためのソフト・ハード両面の対策等

○ 「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく橋りょうの修繕
及び架替、「せたがや道づくりプラン」に基づく、
計画的かつ効率的な道路整備

○ 土木施設の被災状況の把握とその対応に関する訓練

○ 水道・下水道施設等の耐震化、バックアップ機能の
確保、早期復旧に向けた仕組みづくり等

○ 自立・分散型電源の導入促進

○幹線道路ネットワークの整備、鉄道施設・緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化、輸送・避難ルートの確保や消火活動等の機能確保 ○環状７号線：令和６年度までに無電柱化

○管路の耐震継手化…首都中枢・救急医療機関等、中学校及び一日当たりの乗車人数20万人超の駅：令和元年度までに100％、小学校及び一日当たりの乗車人数10万人超20万人以下
の主要な駅：令和４年度までに100％、高等学校・大学・公民館等：令和７年度までに100％

○避難所などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化 ○電気・ガス・通信の事業者による耐震化等の取組を継続

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

道路・橋梁の安全確保、緊急通行車両等の確認

鉄道施設の耐震化促進、早期復旧対策

水道施設の耐震化・耐震継手管への取替えの推進

交通規制、緊急通行車両等の確認、道路･橋りょうの情報
収集、緊急道路障害物除去等

水道、下水道施設の情報収集及び連絡、点検、調
査等

○ 交通関連施設の安全確保

○ ライフライン等の確保

○ 交通ネットワークの機能確保

○ 発災時のライフライン機能の確保

○ 首都圏三環状道路整備率82％（平成31年3月）

○ 水道管路の耐震継手率44％（平成31年3月）、ダクタ
イル鋳鉄管への取替えをほぼ完了（平成22年3月）

○ 下水道マンホールの浮上抑制対策について緊急輸送
道路など約500kmの対策を完了（平成23年3月）し、
更に、避難所などと緊急輸送道路を結ぶ道路に対象
を拡大し、対策を推進

○ 避難所などから排水を受け入れる下水道管とマン
ホールの接続部分の耐震化を完了（平成26年3月）し、
更に、帰宅困難者が滞留するターミナル駅などに対
象を拡大し、対策を推進

第１節 現在の到達状況

河川施設等の設備等の整備

施設の耐震化・マンホール浮上抑制対策の推進

電源多重化の整備、ライフラインの復旧拠点の確
保

鉄道の運転規制、浸水事故発生対応等

河川関係障害物除去

電気・ガス・通信等の情報収集、点検、危険予防
措置、資器材等の調達、広報活動等

○ 緊急輸送路等の機能確保と被害拡大防止

○ ライフライン機能の早期復旧

道路の障害物除去・搬出、応急復旧等

鉄道施設の被害状況に応じた復旧

河川及び内水排除施設等の応急復旧、緊急工事等

上下水道施設及び管路、給水装置、水再生セン
ター・ポンプ所、工事現場等の復旧

二次災害防止等の観点から復旧
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第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保

○ 首都圏三環状道路の早期整備

○ 幹線道路ネットワークのミッシングリンクの存在や、
発災時の沿道建築物の倒壊による道路閉塞の発生

○ 「せたがや道づくりプラン」に基づき、防災対策に
繋がる道路整備を計画的かつ効率的に進める必要

○ 水道の耐震化における、停止して耐震化の工事を行
うことができない施設や管路の存在

○ 下水道の機能確保のための耐震化・浮上抑制対策の必要

○ 事業者による耐震設計基準に基づいた施設整備等の必要

○ 防災上重要な建築物やライフライン施設等の発災後
における機能維持に向けた自立電源の確保

○ 道路ネットワークの整備、道路・橋りょう等の安全確保や
新たな交通規制の実施、鉄道事業者に対する支援を進め鉄
道駅や駅間施設などの耐震性向上、鉄道の安全確保と早期
復旧のためのソフト・ハード両面の対策等

○ 「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく橋りょうの修繕
及び架替、「せたがや道づくりプラン」に基づく、
計画的かつ効率的な道路整備

○ 土木施設の被災状況の把握とその対応に関する訓練

○ 水道・下水道施設等の耐震化、バックアップ機能の
確保、早期復旧に向けた仕組みづくり等
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○管路の耐震継手化…首都中枢・救急医療機関等、中学校及び一日当たりの乗車人数20万人超の駅：令和元年度までに100％、小学校及び一日当たりの乗車人数10万人超20万人以下
の主要な駅：令和４年度までに100％、高等学校・大学・公民館等：令和７年度までに100％

○避難所などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化 ○電気・ガス・通信の事業者による耐震化等の取組を継続

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

道路・橋梁の安全確保、緊急通行車両等の確認

鉄道施設の耐震化促進、早期復旧対策

水道施設の耐震化・耐震継手管への取替えの推進

交通規制、緊急通行車両等の確認、道路･橋りょうの情報
収集、緊急道路障害物除去等

水道、下水道施設の情報収集及び連絡、点検、調
査等

○ 交通関連施設の安全確保

○ ライフライン等の確保

○ 交通ネットワークの機能確保

○ 発災時のライフライン機能の確保

○ 首都圏三環状道路整備率82％（平成31年3月）

○ 水道管路の耐震継手率44％（平成31年3月）、ダクタ
イル鋳鉄管への取替えをほぼ完了（平成22年3月）

○ 下水道マンホールの浮上抑制対策について緊急輸送
道路など約500kmの対策を完了（平成23年3月）し、
更に、避難所などと緊急輸送道路を結ぶ道路に対象
を拡大し、対策を推進

○ 避難所などから排水を受け入れる下水道管とマン
ホールの接続部分の耐震化を完了（平成26年3月）し、
更に、帰宅困難者が滞留するターミナル駅などに対
象を拡大し、対策を推進

第１節 現在の到達状況

河川施設等の設備等の整備

施設の耐震化・マンホール浮上抑制対策の推進

電源多重化の整備、ライフラインの復旧拠点の確
保

鉄道の運転規制、浸水事故発生対応等

河川関係障害物除去

電気・ガス・通信等の情報収集、点検、危険予防
措置、資器材等の調達、広報活動等

○ 緊急輸送路等の機能確保と被害拡大防止

○ ライフライン機能の早期復旧

道路の障害物除去・搬出、応急復旧等

鉄道施設の被害状況に応じた復旧

河川及び内水排除施設等の応急復旧、緊急工事等

上下水道施設及び管路、給水装置、水再生セン
ター・ポンプ所、工事現場等の復旧

二次災害防止等の観点から復旧
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第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

第１節 現在の到達状況 
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第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 交通関連施設の安全確保 

都は緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図るべき道路を特定緊急輸送道路とし

て告示（平成 23年６月）するとともに、首都圏三環状道路をはじめとする道路整備や連続立体

交差事業など道路ネットワークの構築を推進している。 

また、緊急輸送道路等の橋りょうの耐震化や橋りょうの長寿命化対策を進めるとともに、港

湾、鉄道施設の耐震化を推進している。 

○ 首都圏三環状道路整備率 約 82％（平成 31年３月） 

○ 世田谷区内の緊急輸送道路等の橋りょうの耐震化を完了（平成 28年３月） 

○ 連続立体交差事業の推進により、事業完了箇所・事業中箇所を含め、395 箇所の踏

切を除却（平成 27年８月） 

 

区内の橋りょう及び道路の整備状況は次のようになっている。 

（１）橋りょうの整備の現状 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

①橋りょう修繕 １橋 

②架替え      ０橋 

①橋りょう修繕 ６橋 

②架替え      １橋 

①橋りょう修繕 ３橋 

②架替え（新設）１橋 

（２）道路整備の現状 

世田谷区の道路率や都市計画道路の完成率などの指標は、いずれも 23区の中で下位に

位置しており、未だに区内の道路整備の状況は低い水準にある。 

○ 都市計画道路の整備率 約 50％ 23区中 21位 

○ 道路率 約 14％ 23区中 20位 

○ 区道総延長約 1,100km中、約 60％は幅員 6m未満 

○ 主要延焼遮断帯に指定された都市計画道路の整備率 約 51％ 

○ 一般延焼遮断帯に指定された都市計画道路の整備率 約 29％ 

（上記数値は、世田谷区道路整備白書（令和２年４月）による） 

（３）鉄道の耐震補強の現状 

区内各鉄道事業者の鉄道施設については、これまで、阪神･淡路大震災と同規模の地震

にも耐えられるよう、国の基準に基づく耐震補強工事を完了しているが、平成 30年 3月

に改正された鉄道耐震に係る省令に基づき、新たに追加されたロッキング橋脚の耐震対

策などについて促進していく必要がある。 

 

２ ライフライン等の確保 

都では、水道管路の耐震継手化や下水道管の耐震化を進めるとともに、マンホールの浮上抑

制対策を実施している。また、電気、ガス、通信については、各事業者において、送電線のネ
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第１節 現在の到達状況 
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ットワーク化、地震計や安全装置付ガスメーターの設置、電気通信設備等の防災設計といった

取組みが進められている。 

○ 水道管のダクタイル鋳鉄管への取替えをほぼ完了（平成 22年３月） 

○ 水道管路の耐震継手率 44％（平成 31年３月） 

○ 下水道マンホールの浮上抑制対策について緊急輸送道路など約 500km の対策を完了（平

成 23年３月）し、更に、避難所などと緊急輸送道路を結ぶ道路に対象を拡大し、対策を推

進 

○ 指定避難所などから排水を受け入れる下水道管とマンホールの接続部分の耐震化を完了

（平成 26年３月）し、更に、帰宅困難者が滞留するターミナル駅などに対象を拡大し、対

策を推進 

 



第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

第２節 課題 

 149 

第
４
章 安

全
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
等
の
確
保 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

渋滞区間延長 都内緊急輸送道路総延長 1,970kmのうち、約 600km（約 30％） 

鉄道被害 都内在来線、私鉄線で最大 1.9％ 

橋りょう・橋脚被害 都内高速道路の橋脚の約 10％ 

断水率 最大 30.8％ 

下水道管きょ被害率 最大 24.7％ 

停電率（火災を考慮する） 最大 19.4％（冬の夕方 18時） 

ガス供給支障率 最大 1.2％ 

固定電話不通率 最大 12.7％（冬の夕方 18時） 

 

１ 交通関連施設の安全確保に向けた課題 

（１）道路機能の確保 

首都圏三環状道路は、平成 31 年３月末で整備率 82％となっており、整備が着々と進んで

いるが、災害時の避難・救急活動のルートを確実に確保するためには、早期の整備が必要と

なる。 

また、幹線道路ネットワークについて、外環道や区部放射･環状道路、多摩東西及び南北道

路等でミッシングリンクが生じているため、被災時の代理機能が確保できていない。また、

緊急輸送道路の沿道建築物の倒壊により、道路が閉塞する可能性がある。 

このほか、都内の踏切数は、平成 30年４月時点で約 1,050箇所あり、その中には、道路ネ

ットワークを形成する上で課題となる箇所が存在する。また、踏切の閉鎖により、緊急・救

急活動の妨げとなる可能性がある。 

橋りょうは、ひとたび落下すると、橋りょうがまたぐ道路・河川・鉄道等への影響が大き

い。補強だけでなく架け替えなど、抜本的な対策が必要とされる場合もあるため、着実に適

切な対策を講じる必要がある。 

切迫している首都直下型地震等から多くの区民の命を守るため、「せたがや道づくりプラン」

に基づき、防災対策に繋がる道路整備を計画的かつ効率的に進めることが必要である。 
 

２ ライフラインの確保に向けた課題 

水道については、耐震化の取組みを進めてきているが、一部はバックアップ機能が十分でな

いため、断水して耐震化の工事を行うことができない施設や管路が存在している。また、下水

道については、震災時でも機能を確保するため、耐震化やマンホールの浮上抑制対策の取組み

をさらに強化する必要がある。 

電気、ガス、通信については、これまでも耐震設計基準に基づいた施設整備等が進められて

いるが、引き続き、こうした事業者による取組みを着実に進める必要がある。 
 

３ エネルギーの確保に向けた課題 

エネルギーは都市の機能を支える上で不可欠なものであり、特に防災上重要な建築物やライ

フライン施設等については、発災後もその機能を維持できるよう自立電源の確保が重要となる。 
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第３節 対策の方向性 

１ 交通関連施設の安全確保 

道路や鉄道といった交通関連施設は、都市の活動を支える基盤として重要な役割を担ってい

る。こうした施設が損壊等の物理的被害を受けたり、交通渋滞、車両火災などにより機能不全

に陥ると、人命救助や消火活動、物資輸送等の円滑な実施が困難になるおそれがある。 

区民の生命を守る交通関連施設の安全確保に向けて、道路ネットワークの整備、道路・橋り

ょう等の安全確保や新たな交通規制を実施する。また、鉄道の安全確保と早期復旧に向けた対

応等を図り、ソフト・ハード両面の対策を進め、発災後においても交通・物流機能を維持する。 

橋りょうは、平成 26年３月に改定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく修繕及び架替を実

施していくとともに、併せて耐震補強対策について検討していく。 

道路は、「せたがや道づくりプラン」に基づき、計画的かつ効率的な道路整備（都市計画道路、

主要生活道路、地先道路）を推進する。また、東京外かく環状道路の整備に関して調整する。 

また、土木施設の被災状況の把握とその対応について、職員行動マニュアルによる訓練を実

施し、問題点を洗い出すとともに、必要な対策を実施していく。 

 

２ ライフライン等の確保 

水道・下水道施設等の耐震化や、被害発生から復旧までの間のバックアップ機能の確保、早

期復旧に向けた仕組みづくりなど、ライフライン機能の確保に向けた対策を実施する。 

 

３ エネルギーの確保 

  自立・分散型電源の導入促進により、発災後も都市の機能を維持する。 
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第４節 到達目標 

１ 幹線道路網の整備及び緊急輸送道路の沿道建築物や橋りょうの耐震化 

幹線道路ネットワークの整備、緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化、震災時の輸送・避難ル

ートの確保や消火活動等の機能を確保する。 

緊急輸送道路のうち、震災時に一般車両の流入禁止区域の境界となる環状７号線の無電柱化

を令和６年度末までに完了する。都は、今後は、都道の重点整備地域をセンター・コア・エリ

アから環状７号線の内側エリアまで拡大し、重点整備路線として第一次緊急輸送道路と災害拠

点病院等を結ぶ都道を新たに位置付け、無電柱化を推進するとともに、区の無電柱化事業に対

する支援を行う。 

 

２ 首都中枢機能等への耐震化 

震災時における水道施設の被害を最小限にとどめ、区民への給水を可能な限り確保するため、

都水道局は浄水場や給水所等の耐震化を推進するとともに、指定避難所の給水機能の確保のた

め、応急給水栓の設置を進めていく。管路は、首都中枢・救急医療機関、指定避難所や主要な

駅等への供給ルートを優先して耐震化を推進している。具体的には首都中枢・救急医療機関等

については、令和元年度までに耐震継手化を 100％完了する。また、中学校及び指定避難所や

一日当たりの乗車人数 20万人越えの主要な駅については、令和元年度までに、小学校及び一日

当たりの乗車人数 10 万人超 20 万人以下の主要な駅は令和４年度までに、高等学校・大学・公

民館等は令和７年度までに耐震継手化を 100％完了する。加えて、指定避難所や主要な駅の給

水管は令和元年度までに耐震化を概ね 100％完了する。 

また、都下水道局は下水道施設の耐震化を推進するとともに、震災時のトイレ機能を確保す

るため、指定避難所などの施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化を平成 25年度までに完

了した。更に、帰宅困難者が滞留するターミナル駅や国、都、区の庁舎などの災害復旧の拠点

となる施設等に対象を拡大して耐震化を進めている。 

さらに、電気、ガス、通信については、事業者による耐震化等の取組みを継続する。 

これらの取組みにより、ライフライン機能を維持・早期復旧するバックアップ体制を確保す

る。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 道路・橋りょう ５ 下水道 

２ 鉄道施設 ６ 電気・ガス・通信等 

３ 緊急輸送ネットワーク ７ ライフラインの復旧拠点の確保 

４ 水道  

 

１ 道路・橋りょう 

（１）対策内容と役割分担 

① 道路・橋りょうの安全確保等 

道路整備事業の推進や、道路・橋りょうの安全確保とともに、非常時の情報収集体制の

充実や障害物除去用資器材の確保等を進める。 

機関名 対策内容 

区 ◎災対土木部 ○ せたがや道づくりプラン等に基づく計画的な整備を推進 

警視庁・警察署 
○ 震災時の交通情報収集方策の検討 

○ ITSを活用した震災時の交通情報発信の検討 

都建設局 

○ 外環など首都圏三環状道路の整備を促進するとともに、連続立体交

差事業等、道路整備を推進 

○ 骨格幹線道路をはじめとした第四次事業化計画優先整備路線に位

置付けられた都市計画道路の整備を推進 

○ 東京都緊急輸送道路ネットワーク計画の見直しを実施 

○ 情報収集用資器材や、障害物除去用資器材を確保 

○ 緊急道路障害物除去路線の見直し 

○ 分かりやすい標識整備等 

関東地方整備局東京

国道事務所 

○ 緊急輸送道路等の橋りょうについて、必要な耐震化を推進 

○ 首都近隣区域において防災資器材備蓄基地を計画的に整備 

○ 首都圏三環状道路（外環、圏央道）等の高速道路網を早期に完成 

首都高速道路 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

○ 緊急輸送路として速やかに機能を回復するための地震防止対策を

推進 

東日本高速道路 

中日本高速道路 
○ 首都圏三環状道路（外環、圏央道）等の高速道路網を早期に完成 

都都市整備局 ○ 緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を推進 
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② 緊急通行車両等の確認 

震災時に緊急通行車両等として使用を予定している車両について、事前に確認する。 

機関名 対策内容 

区 
◎災対物資管理部 ○ 緊急通行車両等の事前届出 

災対地域本部 ○ 緊急通行車両等の事前届出 

警視庁・警察署 ○ 緊急通行車両等の確認 

都各局 ○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 道路・橋りょうの安全確保等 

【実施主体】区災対土木部 

【道路の整備】 

道路は、区民の日常生活を支え、街の骨格を形成する重要な都市基盤であり、歩行者

や交通の単なる移動空間としての役割だけでなく、日照、通風等の環境保全機能、上・

下水道、都市ガス、通信ケーブル等供給処理施設の設置機能を有している。 

災害時においては、延焼の防止、円滑な消防活動や避難路、避難所への物資の輸送等

の機能を有し、東日本大震災においてもその重要性が改めて認識されたところである。 

区では、これらの道路整備が不十分であることから、道路の新設・拡幅整備に関する

総合的な方針である「道路整備方針」及び「地先道路整備方針」を、その上位方針であ

る「都市整備の基本方針」の改定及び区政の総合計画である「基本構想・基本計画」の

策定に合わせて全面的に改定、統合し、平成 26年３月に「せたがや道づくりプラン」と

して策定し、計画的な道づくりを進めている。 

 

【主要な生活道路の整備】 

ア 地区幹線道路 

幹線道路と併せて延焼遮断帯の形成や緊急輸送等、震災時に大きな役割を担ってい

る道路であるが、幹線道路が 85.5%完成しているのに対して、地区幹線道路は、完成

率が 36.1%という状況である。 

都と 23 区では、平成 16 年に策定した「区部における都市計画道路の整備方針」及

び区の「道路整備方針（調整計画）」に基づき、都と区が連携しながら、事業を進めて

きたが、今後も、「東京における都市計画道路の整備方針（平成 28年３月）」及び「せ

たがや道づくりプラン」に基づき、計画的に事業を進めていく。 

イ 主要生活道路 

区の「せたがや道づくりプラン」に基づき、計画的な整備を進めていくが、事業手

法については、多様な手法を検討し、効率的かつ効果的な事業の執行を図る。 
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【地先道路の整備】 

災害時における円滑な避難や消防活動困難地区の解消などを図るため、地先道路の整

備指針を定め、指針を基に地区ごとに「地先道路整備計画」を策定し、計画的な地先道

路の整備を進める。 

 

【電線共同溝の整備】 

電線の地中化は、美しい街並み景観の確保、交通環境の改善はもちろんのこと、防災

活動の円滑化、安全確実なライフライン確保の観点から、道路整備事業に合わせて事業

を推進する。 

 

【安全で快適な歩行空間の整備】 

平常時の歩行者の安全性と快適性、また、避難路としての安全を確保するため、広幅

員の道路については、歩道を新設するとともに、段差解消や視覚障害者誘導用ブロック

の整備などの安全対策を行い、幼児や高齢者、障害者など誰もが安全で安心して移動で

きる歩行空間の整備を推進する。 

 

【道路と鉄道の連続立体交差】 

連続立体交差事業は、都市交通の円滑化をはじめ、交通渋滞・踏切事故の解消、地域

の一体化による都市の再生・活性化、高架下空間や鉄道地上部の有効利用など、様々な

効果がある。また、本事業に併せて駅前広場や道路等が整備され、市街地の防災機能が

強化されるなど、災害に強いまちづくりに貢献することから事業を促進する。 

 

【橋りょうの整備】 

ア 計画目標 

災害時における避難、救援、消防活動などに支障をきたさないように、橋りょうの

震災予防対策として、老朽橋の架替、耐震補強、狭あい橋の拡幅などを行う。整備に

あたっては、世田谷区緊急時障害物除去路線上など緊急度の高い橋りょう（跨線橋、

跨道橋等）を優先的に実施する。 

 

イ 経過 

平成 24年３月に、区が管理する道路橋りょう 159橋のうち、修繕計画策定に必要な

点検が完了していた 124 橋を対象に「世田谷区橋梁長寿命化修繕計画」を策定した。

また、平成 25年３月には、残る 35橋についても点検が完了したため、平成 26年３月

に 159橋を対象とした修繕計画として改定した。 
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【実施主体】首都高速道路 

【首都高速道路】 

ア 現況 

（ア）道路の現況 

名称 区内延長 入口 出口 非常電話 非常口 

高速３号渋谷線

（都道首都高速

３号線） 

6.4km 〔上り〕用賀・

三軒茶屋 

〔上り〕池尻 

〔下り〕三軒茶

屋・用賀 

上り 20箇所 

下り 18箇所 

上り１箇所 

下り８箇所 

高速４号新宿線

（都道首都高速

４号線） 

 

－ 

［下り］永福 ［下り］永福  

－ 

 

－ 

計 6.4km － － － － 

※高速４号新宿線は、出入口のみ世田谷区内 

 

（イ）耐震性と施設の安全対策 

首都高速道路の構造物は、兵庫県南部地震級の地震防災対策として橋脚耐震補強、

上部工耐震補強を平成 8 年度から実施し、落橋や倒壊等の致命的な損傷を防ぐ対策

を完了している。また、トンネルや高架橋等には、非常口を整備し、災害時の緊急

事態においても、お客様等は、これらの非常口から安全に脱出できるよう安全性を

確保している。 

 

イ 事業計画 

（ア）事業計画の概要 

○ 首都高速道路は、阪神・淡路大震災における高架橋等の被害状況を踏まえ、

兵庫県南部地震級の地震に対しても落橋や倒壊を生じないよう、高架橋の安全

性を向上する対策を完了している。現在は、被災後に損傷が限定的なものに留

まり、緊急輸送路として速やかに機能を回復するための地震防止対策を順次実

施している。 

○ 災害に備え、道路構造物等について定期点検を行う。 

（イ）実施計画の内容 

○ 高架橋の安全性の強化 

緊急輸送路として速やかに機能を回復するための地震防災対策を引き続き実

施していく。 

○ 道路構造物、管理施設等の定期点検 

○ 災害時における情報収集・伝達等に必要な通信施設等の定期点検 

（ウ）お客様等の安全確保 

お客様等の安全を確保するため、次の対策を講ずる。 

○ お客様等への情報伝達の充実 

○ 避難・誘導施設の整備 
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（エ）資器材の備蓄等の措置 

震災時における緊急点検、応急復旧等の対策を実施するために必要な資器材及び

物資の備蓄等を行う。 

 

【実施主体】国、都 

【東京外かく環状道路の整備】 

東京外かく環状道路は、都心から 15km圏を環状方向に結ぶ広域的な幹線道路で、放射

方向の幹線道路を相互に連結して都心部に集中する交通を円滑に分散導入するとともに、

都心に起終点を持たない交通をバイパスさせることにより、首都圏における交通渋滞の

緩和や都市間の円滑な交通ネットワークを実現する役割が期待されており、現在、関越

自動車道から東名高速道路までの 16kmの区間で事業が進められている。 

震災時には、交通ネットワークを活かした救援物資・資器材の輸送路、大型重機の移

送路として、大きな役割が期待されている。東名高速道路と中央自動車道の２箇所のジ

ャンクション建設にあたっては、延焼遮断や避難空間などの防災性に配慮した配置・構

造となるよう、また、予定路線の位置づけとなっている東名以南の区間についても、防

災対策等の課題を踏まえた計画の早期具体化が図られるよう、事業者である国や都に要

望していく。 
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【実施主体】都各局、関東地方整備局東京国道事務所 

【共同溝の整備】 

○ 共同溝は、地下埋設物の破壊防止に有効で、道路の陥没など大きな被害を避ける効

果もあり、事業の促進や適切な維持を図る。 

〔共同溝への対応〕 

機関名 共同溝に関する現況及び整備計画 

東 京 消 防

庁・消防署 

○ 一定規模以上のとう道・共同溝及び道路トンネル等については、

火災予防条例で消防活動上必要な事項について届出を義務付け、情

報を把握 

○ 非常用施設の設置、出火防止に関すること等について、届出に添

付を求める。 

関東地方整

備局東京国

道事務所 

○ 地震に対する安全性向上を図るため、幹線のライフラインを収容

する共同溝整備を推進 

都建設局 

○ 経年変化により安全性が低下した共同溝については、適切に補修 

○ 大規模な埋設物工事などが発生する箇所については、他の施設の

整備計画を踏まえ、共同溝整備を検討・調整 

 

② 緊急通行車両等の申請・確認 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対地域本部 

○ 区は、災害発生時等において緊急通行車両の事務の効率化等を図るため、事前に緊

急通行車両等として使用される車両を申請する。 

＊緊急通行車両実施要領（警視庁）〔資料編資料第 28・P49〕 

 

【実施主体】各機関 

○ 各機関は、震災時に緊急通行車両等としての使用を予定している車両について、緊

急輸送業務等の実施の責任者から申請書の提出を受けた場合には、事前に審査を行う。 

○ 緊急通行車両等に該当すると認められるものについては、届出済証を申請者に交付

する。 

○ 各機関は、届出済車両について確認の申請があった場合には、提出された届出済証

により審査を省略し、標章を交付する。 
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２ 鉄道施設 

（１）対策内容と役割分担 

鉄道の安全確保策や、早期復旧に向けた対策を図る。 

機関名 対策内容 

各鉄道事業者 

・京王電鉄 

・小田急電鉄 

・東急電鉄 

○ 内部での情報連絡のほか、運行再開に当たって、国や各鉄道事

業者等と再開時刻等必要な調整をするための通信手段を確保 

○ 気象庁から配信される「緊急地震速報」を活用し、大きな揺れ

が到達する前に列車無線で乗務員に通報し、列車を停止 

○ エレベーターの安全対策の推進 

東京消防庁・消防

署 

○ 東京都震災対策条例第 10条及び第 11条に基づく事業所防災計

画の作成を指導 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】各鉄道事業者 

○ 国土交通省が開催する「大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開の在り方に

関する協議会」の検討成果等を踏まえ、早期の運行再開を図るため、国や各鉄道事業者

と再開時刻等を調整するための通信手段を確保する。 

 

【実施主体】京王電鉄 

① 計画目標 

都市計画事業と併せて、線路の高架化と駅舎及び諸施設の改良、新設を推進し交通施

設の整備強化を図り、安全輸送の確保に努める。 

② 事業計画 

ア 駅舎 

（ア）２年に１回の定期検査により点検を実施する。 

（イ）建物の位置構造については、建築基準法その他の関係法令に基づき耐震性の安全

を確保する。 

イ 高架橋・盛土部分 

国土交通省通達及びその他技術基準に基づき、耐震性を検証し、「災害時の復旧困難

性」なども考慮して、順次補強工事を実施する。 

 

【実施主体】小田急電鉄 

① 計画目標 

輸送の安全確保の取組みとして、高架橋、橋りょう、トンネル等の構造物については、

耐震基準等に基づき、適切な耐震性能を維持する。 

② 事業計画 

各施設を定期的に点検し、必要により補修や改良等を実施して安全性を維持する。 
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【実施主体】東急電鉄 

①  計画目標 

輸送の安全確保のための取組みとして、各施設の耐震性の検討及び補強工事等を推進

する。 

② 事業計画 

ア 駅施設等 

国土交通省通達及び建築基準法その他関係法令に基づき、耐震性を検証し、順次補

強工事を実施する。 

イ 高架橋・橋りょう・トンネル等 

国土交通省通達及びその他技術基準に基づき、耐震性を検証し、「災害時の復旧困難

性」なども考慮して、順次補強工事を実施する。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 震災時の安全性の確保のため、東京都震災対策条例第 10 条及び第 11 条に基づき、事

業所防災計画の作成を指導する。 

 

３ 緊急輸送ネットワーク 

緊急輸送ネットワークについては、第２部第 10章第５節第１「４ 輸送体制の整備」によ

る。 

 

４ 水道 

（１）対策内容と役割分担 

水道施設の耐震化や管路の耐震継手化の推進を図るとともに、バックアップ機能を強化対

策等を推進する。 

  

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】都水道局 

〇 区民生活への影響を最小限に抑えるため、水道施設については、浄水場や給水所等の

耐震化を推進するとともに、管路については、より効果的に震災時の断水被害を軽減で

きるよう、医療機関や首都中枢機関等への供給ルートの耐震継手化を令和元年度までに

100％完了する。加えて、その他の重要施設にも対象を拡大するなど、耐震化を一層推進

する。また、液状化危険度や想定地震動、耐震継手化の進捗等を考慮し、被害が大きい

と想定される地域においても、耐震継手化を推進する。  
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５ 下水道 

（１）対策内容と役割分担 

施設の耐震化やマンホール浮上抑制対策の推進を図るとともに、施設のバックアップ機能

を強化する。 

機関名 対策内容 

都下水道局 

○ 下水道管とマンホールの接続部の耐震化について、対象を拡大し、

対策を推進 

○ マンホール浮上抑制対策について、対象を拡大し、対策を推進 

○ 水再生センター、ポンプ所の耐震対策 

○ 停電時などの非常時においても下水道機能を維持 

○ ネットワーク化の推進 

○ 区市町村と連携した応急復旧体制を強化・充実 

○ 応急復旧業務に関する協定を締結している民間団体との連携 

○ 災害復旧用資器材の整備 
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６ 電気・ガス・通信等 

（１）対策内容と役割分担 

公共施設や拠点施設の機能を維持するために電源多重化の整備などにより、必要な電力確

保策を図り、保有する電源設備等について、安全性の確保や平常時からの点検、操作訓練等

に努めるとともに、LPガスの活用を促進する。 

機関名 対策内容 

区 
○ 避難所等、災害時の拠点となる施設等における自立・分散型電源の

設置 

東京電力グループ 

○ 「被災しにくい設備づくり」「被災時の影響軽減」「被災設備の早期

復旧」を基本方針として実施 

○ 被災状況により実施する計画停電に備えた体制の構築 

東京ガス 

ガス事業者 

○ 供給停止ブロックの細分化 

○ 移動式ガス発生設備による臨時供給の実施 

○ 災害時における LPガスの活用を促進 

警視庁・警察署 ○ 信号機の滅灯対策 

東京消防庁・消防署 
○ 東京都震災対策条例第 10条及び第 11条に基づく事業所防災計画の

作成指導 

NTT 東日本 ○ 電気通信設備等の高信頼化を推進 

各通信事業者 

○ 人口密集地及び行政機関の通信確保に向けた対策を実施 

○ コンビニエンスストアの店舗に非常用電話機を設置 

○ 早期サービス復旧のための対策等 

都各局 

○ ライフライン及び応急・復旧活動の拠点となる施設等における自立・分散型電

源設置の促進 

○ 事業者と災害時における各種燃料油の優先供給に関する協定の締結を推進し、

燃料を安定調達する 

○ 各施設においては電力を供給する設備の優先順位を定める 

○ 大規模救出救助活動拠点や避難場所に非常用発電設備等を設置 

都環境局 
○ コージェネレーションシステムなどの自立・分散型電源の確保を促進 

○ 災害時における LPガスの活用の促進 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区 

〇 公共施設や拠点施設の機能を維持するために電源多重化の整備などにより、必要な電

力確保策を図るとともに、避難所等、災害時の拠点となる施設等におけるコージェネレ

ーションシステムなど、自立・分散型電源の設置を推進する。 

〇 災害時に非常用電源としても有効な蓄電池、家庭用燃料電池等の導入を支援する。 
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【実施主体】東京電力グループ 

【電気施設】 

○ 電気施設は、次の耐震設計基準に基づき設置されており、軟弱地盤の地域など特に問

題のある箇所については、きめ細かい設計を行い、施工している。 

 

〔設備別基準〕  

設備名 電気施設関連の耐震設計基準 

変電 

○ 機器の耐震・液状化については，変電所設備の重要度，その地域

で予想される地震動などを勘案するほか，電気技術指針である「変

電所等における電気設備の耐震設計指針」に基づいて設計を行う。 

送
電 

架空線 

○ 電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による

荷重を上回るため，同基準に基づき設計を行う。また，液状化につ

いては，設備の重要度等を勘案し必要に応じて対策を行う。 

地中線 

○ 終端接続箱，給油装置等については，電気技術指針である「変電

所等における電気設備の耐震設計指針」に基づき設計を行う。洞道

は，「トンネル標準示方書（土木学会）」等に基づき設計を行う。ま

た，地盤条件に応じて，可とう性のある継手や管路を採用するなど

耐震性や液状化を配慮した設計とする。 

配電 

○ 地震による振動・衝撃荷重の影響は、電気設備の技術基準に規定

されている風圧荷重が一般的な地震動による荷重を上回るものと

評価されているため、同基準に基づいた設備形成をしている。 

通信 ○ 電力保安通信規定に基づいて、耐震設計を行っている。 

（注）１Gは、おおむね地球の重力による加速度に相当する 980ガル 

 

○ 電力系統は、発電所から連係する放射状の送電線からの電力供給を、首都圏の周囲

に張り巡らした二重三重の環状の送電線で一旦受け止め、そこから網の目のようなネ

ットワークを使い電力供給するよう構成されている。 

○ 送電線は変電所で接続変更できるため、万一、一つの送電ルートが使用できなくな

っても、別のルートから速やかに送電することができる。 

○ 電気の供給信頼度の一層の向上を図るため、災害時においても、系統の切り替え等

により、早期に停電が解消できるよう系統連携の強化に努める。 

 

【実施主体】東京ガス 

【ガス施設】 

○ 製造所・整圧所設備 

•  重要度及び災害危険度の大きい設備の耐震性を向上させ安全性を確保する。 

•  防消火設備、保安用電力等の強化を行い、二次災害防止に努める。 

○ 供給設備 

•  導管を高・中・低圧別に区分し、それぞれの状態に応じた最適な材料・継手構造
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等を採用し、耐震性の向上に努める。 

•  全ての地区ガバナーに SIセンサーを設置し、揺れの大きさ（SI値）・ガスの圧力・

流量を常時モニタリングする。 

•  この情報を解析し高密度に被害推定を行い、迅速な供給停止判断及び遮断する体

制を整備する。 

 

〔施設別安全化対策〕 

施設名 都市ガス関連の安全化対策 

製造施設 

○ 施設の重要度分類に基づき、それぞれのクラスに応じた設計法を適用

し、耐震性の向上及び安全性を確保 

○ 緊急遮断弁、防消火設備、LNG 用防液堤の設置、保安用電力の確保等

の整備を行い、二次災害を防止 

供給施設 

○ 新設設備は、ガス工作物の技術上の基準等に基づき耐震性を考慮した

設計とし、既設設備は必要に応じて補強 

○ 二次災害の発生を防止するため、ホルダーの緊急遮断装置、導管網の

ブロック化、放散塔など緊急対応設備を整備 

通信施設 
○ ループ化された固定無線回線の整備 

○ 可搬型無線回線の整備 

その他の 

安全設備 

○ 地震計の設置 

工場・整圧所・幹線ステーションに地震計を設置するとともに、地区

ガバナー（整圧器）には感震・遠隔遮断装置を設置 

○ 安全装置付ガスメーターの設置 

建物内での二次災害を防止するため、震度５程度の地震時にガスを遮

断するマイコンメーターを設置 
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【実施主体】各通信事業者 

【電気通信施設】 

○ 電気通信設備及び附帯設備の防災設計（耐震･耐火･耐水設計等）を実施するとともに、

通信施設が被災した場合においても応急の通信が確保できるよう、通信設備の整備を行

う。 

 

事項 安全化対策 

電気通信設備 

○ 電気通信設備等の高信頼化 

次のとおり電気通信設備と、その附帯設備（建物を含む。以下「電気

通信設備等」という。）の防災設計を実施 

① 豪雨、洪水、高潮又は津波等のおそれがある地域にある電気通信設

備等について、耐水構造化を実施 

② 暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等について、

耐風又は耐雪構造化を実施 

③ 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐

火構造化を実施 

電気通信シス

テム 

○ 電気通信システムの高信頼化 

災害が発生した場合においても通信を確保するため、次の各項に基づ

き通信網を整備 

① 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構成とする。 

② 主要な中継交換機を分散設置 

③ 大都市において、洞道（共同溝を含む。）網を構築 

④ 通信ケーブルの地中化を推進 

⑤ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源（移動電源車配備、

燃料確保/供給オペレーション等）を確保 

⑥ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路

の信頼性を確保するため、２ルート化を推進 

電気通信処理

システムに関

するデータベ

ース等の防災

化 

○ 電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通

信システム等のファイル類について、災害時における減失、若しくは損

壊を防止するため、保管場所の分散、耐火構造容器への保管等の措置を

講ずる。 

災害時措置計

画 

○ 災害時等において、重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換装置

及び網装置に関する措置計画を作成し、現行化を図る。 

重要通信の確

保 

① 災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。 

② 常時疎通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 

③ 災害時には、設備の状況を監視しつつ、必要に応じてトラヒックコン

トロールを行い電気通信の疎通を図り、重要通信を確保する。 
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事項 安全化対策 

災害対策用機

器及び車両等

の配備 

① 災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するために

あらかじめ保管場所及び数量を定め、必要に応じて次に掲げる機器及び

車両等を配備する。 

ア 非常用衛星通信装置 

イ 非常用無線装置 

ウ 非常用交換装置 

エ 非常用伝送装置 

オ 非常用電源装置 

カ 応急ケーブル 

キ その他の応急復旧用諸装置 

② 災害復旧用機器、車両等の災害時の出動、運用を円滑に行うため、必

要な運転要員を含めた手配連絡網を整備し、維持するとともに必要な運

用訓練を行う。 

③ 災害等の緊急事態に備え、緊急車両の許認可の手続きを事前に実施す

る。 

災害対策用資

材等の確保 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、電気通信設備

等の被害を防御し、又は被害の拡大を防止するため、平常時から災害対策

用資材、器具、工具、消耗品等を確保するための具体的措置を定め講じる。 

電気通信設備

及び災害対策

用資器材の整

備点検 

① 電気通信設備及び災害対策用資器材等の数量を常に把握しておくと

ともに、必要な整備点検を行い非常事態に備える。 

ア 電気通信設備等の防水、防風、防雪、防火又は耐震の実施 

イ 可搬型無線機等の災害対策用機器及び車両等 

ウ 予備電源設備、燃料及び冷却水等 

エ その他、防災上必要な設備及び器具等 

② 重要書類及びプログラムファイル類の保管にあたっては、災害時にお

ける重要データベースの滅失あるいは損壊を防止するため、保管場所の

分散、耐火構造容器への保管等の措置を講じる。 
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７ ライフラインの復旧拠点の確保 

（１）対策内容と役割分担 

ライフラインの早期復旧のため、広域応援を受け入れる活動拠点を確保する。 

機関名 対策内容 

区 

東京消防庁・消防署 

都 

○ ライフラインの復旧活動の拠点を確保 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】都総務局、都財務局、東京消防庁・消防署 

○ ライフライン復旧のための活動拠点について、都は、広域応援を受け入れるため、東

京二十三区一部事務組合の清掃工場 21箇所を救出及び救助の活動拠点（ライフライン復

旧活動拠点）として指定し、災害時に活用する。 

 

【実施主体】区災対統括部 

○ ライフライン復旧のための活動拠点について、区は、広域応援を受け入れるための場

所を関係団体と連携し、確保する。 

 

８ エネルギーの確保 

（１）対策内容と役割分担 

災害応急対策に係る機関は、都市機能の維持に向けたエネルギーの確保を推進するため、

発電設備を備えた防災拠点の整備、公共施設や拠点施設の機能を維持するための自立・分散

型電源の確保を図り、保有する電源設備等について、安全性の確保や平常時からの点検、操

作訓練等に努めるとともに、コージェネレーションの導入や LP ガスの活用を促進するなど、

民間事業者との連携を推進する。 
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第２ 応急対策 

１ 道路・橋りょう ４ 水道 

２ 鉄道施設 ５ 下水道 

３ 河川施設等 ６ 電気・ガス・通信等 

 

１ 道路・橋りょう 

（１）対策内容と役割分担 

第一次・第二次交通規制の実施、緊急通行車両等の確認、道路･橋りょうの情報収集、緊急

道路障害物除去等を行う。 

道路の復旧等の応急活動を一体的に実施するため、各局、防災機関、関係団体、事業者で

連携し、相互に情報の共有化等を図るなど、各対策における円滑な調整に必要な体制を構築

する。 

 

① 道路交通規制等 

機関名 対策内容 

警視庁・警察署 

○ 発災直後は道路交通法に基づく第一次交通規制を実施 

○ その後、災害対策基本法に基づく第二次交通規制を実施 

○ 緊急通行車両等の確認 

都水道局 

都下水道局 

東京消防庁・消防署 

警視庁・警察署 

都交通局 

○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

都財務局 
○ 緊急通行車両（都水道局、都下水道局、東京消防庁、都交通局を除く都関係車

両）等の確認 

 

② 緊急道路障害物除去 

機関名 対策内容 

都建設局 

警視庁・警察署 

関東地方整備局東京

国道事務所 

区 

首都高速道路 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

○ 震災初期における被害状況や通行可能道路の情報を収集 

○ 道路上の障害物の除去等を実施 
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③ その他応急措置 

機関名 対策内容 

都建設局 

関東地方整備局東京

国道事務所 

首都高速道路 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

○ 発災時における通行止め等の措置など通行者の安全対策を講じる。 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 

○ 被災道路、橋りょうについての応急措置及び応急復旧対策を実施 

警視庁・警察署 

○ 発災時における、被災状況に応じた交通規制等の措置など、通行者

の安全対策を講じる。 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 
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（２）業務手順 

① 道路交通規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一次交通規制 

  

 

↓ 

○ 都内に震度６弱以上の地震が発生！ 

○ 大規模な災害が発生したことを現場の警察官が認知！ 

 

交通規制【警視庁】 

 

 第二次交通規制 

  

■確認機関 

  

①【都交通局長】 

 【都水道局長】 

 【都下水道局長】 

 【東京消防庁消防総監】 

 ⇒所管関係車両を確認 

  

②【都財務局長】 

 ⇒①を除く都関係車両を確認 

  

③【警視庁】 

 ⇒関係車両を確認 

緊急通行車両の確認 

■確認手続等 

  
★震災時に緊急通行車両等として 

の使用を予定している車両 

  

確認機関による事前届出審査 

      ↓ 

緊急通行車両等に該当すると認め 

られるものについては、届出済証 

を申請者に交付 

      ↓ 

届出済証の提示により、確認に係 

る審査は省略し、標章を交付 

  
★届出済証の交付を受けていない 

 車両 

   

確認機関による確認申請書審査 

      ↓ 

審査結果に基づき標章を交付 

  

震度５強の地震が発生した場合の交通規制 

○道路における危険を防止するとともに、人
命救助、消火活動等に従事する緊急自動車
等の円滑な通行を確保するため、速やかに
次の交通規制を実施 

①環状７号線内側への一般車両の流入禁止 

②環状８号線内側への一般車両の流入抑制 

③緊急自動車専用路の指定 
↓ 

都内に極めて甚大な被害が生じている場合 

④被災状況に応じて、一般車両の交通規制を
実施 

○被災地域・被災状況等の実態に対応した交

通規制を実施（第一次交通規制において実

施中の規制は、状況に応じ、その一部を変

更又は解除） 

①「緊急交通路」に指定 

②その他の緊急交通路の指定 

○都心部における交通混乱を回避するため、

必要に応じて、環状７号線内側への一般車

両の流入を禁止し、かつ、環状８号線内側

への一般車両の流入を抑制 
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② 緊急道路障害物除去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 道路交通規制等 

【実施主体】警視庁・警察署 

ア 道路交通規制 

（ア）第一次交通規制 

次の路線では、消防、警察、自衛隊等の緊急自動車専用の路線となる。 

緊急自動車専用路（７路線）：高速道路、国道４号、国道 17 号、国道 20 号、国道

246号、目白通り、外堀通り 

※自転車・路線バスは、環状７号線から都心方向への車両流入禁止の対象車両から除外。ただし、「緊

急自動車専用路」上は通行禁止。 

＊大震災発生時における交通規制〔資料編資料第 29・P68〕 

 

〈参考〉震災時の交通規制のための可動式のパイプ柵（震災ゲート） 

震災時には、主要な道路については交通規則が徹底されることになるが、その

他の通行可能な区道等には一般の車両が入り込むことが予想される。そこで主と

して区道を中心として、震災時に車両の進入を規制できる可動式のパイプ柵（震

災ゲート）を設置した。 

（震災時交通遮断ゲート設置場所） 

三軒茶屋２丁目 45番、駒沢１丁目 20番、野沢２丁目１番、新町１丁目 23番、

野沢３丁目 30番、用賀１丁目 10番、代田１丁目 39番  

＊震災時交通遮断ゲートに関する協定〔資料編資料協定第 16・P386〕 

 

（イ）第二次交通規制 

第一次交通規制における７路線を「緊急交通路」とするほか、その他の路線につい

ても、被災状況等に応じて緊急交通路に指定する。「緊急交通路」では、災害応急対策

に従事する車両（緊急自動車及び災害対策基本法に基づく標章を掲示している車両）

しか通行できない。 

都建設局
都港湾局

協力事業者

協定等

警視庁

〔国道〕
　関東地方整備局
〔高速道路〕
　東日本高速道路
  中日本高速道路
　首都高速道路

・震災初期におけ
　る緊急点検
・道路上の障害物
　の除去等

　
　　東京消防庁
　　自衛隊　　など

情報交換・震災初期における緊急点検
・道路上の障害物の除去等

・緊急点検
・障害物除去等

災害対策本部

情報交換等

・道路交通の被害状況
　を把握
・放置車両の排除等

情報
交換等

情報
交換等
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緊急交通路として指定される代表的な路線（38路線）：上記「緊急自動車専用路」

の７路線、国道１号（永代通り）、国道 1号（第二京浜ほか）、国道６号（水戸街道

ほか）、国道１４号（京葉道路）、国道１５号（第一京浜ほか）、国道１７号（新大

宮バイパス）、国道１２２号（北本通りほか）、国道２５４号（川越街道ほか）、国

道３５７号（湾岸道路）、都道２号（中原街道）、都道４号ほか（青梅街道ほか）、

都道７号ほか（井の頭通りほか）、都道３１２号（目黒通り）、都道７号（睦橋通り）、

都道３１５号（蔵前橋通りほか）、国道１６号（東京環状ほか）、国道２０号（日野

バイパスほか）、国道１３９号（旧青梅街道）、国道１６号（東京環状）、国道１６

号（大和バイパスほか）、国道２４６号（大和厚木バイパス）、都道９号（稲城大橋

通りほか）、都道１４号（東八道路）、都道１５号ほか（小金井街道）、都道１７号

ほか（府中街道ほか）、都道１８号（鎌倉街道ほか）、都道２０号ほか（川崎街道）、

都道２９号ほか（新奥多摩街道ほか）、都道４３号ほか（芋窪街道ほか）、都道４７

号ほか（町田街道）、都道５１号（町田厚木線）、都道５９号（八王子武蔵村山線）、

都道１２１号（三鷹通り）、都道１５３号ほか（中央南北線ほか）、都道１５８号（多

摩ニュータウン通り）、都道１６９号ほか（新滝山街道ほか）、都道１７３号（北野

街道）、都道２４８号ほか（新小金井街道）、都道２５６号（甲州街道） 

※自転車・路線バスは、環状７号線から都心方向への車両流入禁止の対象車両から除外。ただし、「緊

急自動車専用路」上は通行禁止。 

＊大震災発生時における交通規制〔資料編資料第 29・P68〕 

 

イ 緊急通行車両等 

（ア）緊急通行車両等の確認 

○ 第二次交通規制実施時には、災害対策基本法施行令（昭和 37年７月９日政令第

288号）第 33条に基づく緊急通行車両を優先して通行させる。 

（イ）緊急通行車両等の種類 

○ 災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用

される計画がある車両 

○ 道路交通法第 39 条に定める緊急用務を行う機関が当該目的のために使用する

車両 

（ウ）規制除外車両 

○ 民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに

使用される車両であって、公安委員会の意思決定に基づき、通行禁止の対象から

除外する。 

 

② 緊急道路障害物除去 

【実施主体】区災対土木部 

【緊急道路啓開（道路障害物除去等）】 

緊急道路啓開（道路障害物除去等）とは、原則として救援活動のために選定された緊

急道路障害物除去路線に、緊急車両の通行に要する上下各一車線を確保することである。 

地震時、道路に看板や電柱の倒壊などの障害物が散乱することが予想され、被災者の
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救援救護活動はもちろん緊急物資の輸送に支障が生じるおそれがある。このため、都で

は、緊急輸送道路等を確保するため、緊急道路障害物除去（啓開）作業路線を選定して

いる。震災時、各道路管理者は、この選定路線における障害物の除去及び路面の亀裂等

の応急補修を優先的に行うこととする。 

なお、都が指定する緊急輸送道路は、全て緊急道路障害物除去（啓開）作業路線に含

まれる。 

＊世田谷区緊急輸送道路障害物除去作業要務集（区災対土木部） 

＊緊急道路障害物除去（啓開）作業マニュアル（都建設局） 

 

【放置車両対策】 

道路管理者は、緊急道路啓開（道路障害物除去等）にあたり、放置車両対策の強化に

係る所要の措置を講ずる。 

○ 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。 

○ 運転者の不在時等は、道路管理者自らが、ホイールローダー等により車両を移動す

る。その際、やむを得ない限度で当該車両を破損することもあるが、この場合、区は、

災害対策基本法に基づき損失を補償するものとする。 

○ 沿道での放置車両の保管場所の確保等のため、やむを得ない必要がある時、道路管

理者は、その必要な限度において、他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物の処

分を行う。 

 

【緊急啓開（道路障害物除去）路線の選定】 

都の選定する路線のほかに、第４章第１「３ 緊急輸送ネットワーク」に記載したと

おり、区道を中心として緊急啓開（道路障害物除去）路線を定めた。 

路線の選定は、次の基準による。 

ア 緊急交通路の路線 

イ 緊急物資輸送ネットワークとなる路線 

ウ 広域避難場所に接続する応急対策活動のための路線 

エ 主要公共施設（病院、防災倉庫、土木資材倉庫等）、給水所、警察署及び消防署等を

結ぶ路線 

 

【障害物除去資器材の整備】 

区は平素から資器材の整備を行うとともに、災害時に速やかに資器材の供給を得られ

るよう民間協力団体と連携をとる。 

ア 道路上の障害物の除去及び施設復旧 

○ 世田谷建設協同組合 

○ 世田谷区建設団体防災協議会 

イ 道路上の倒木等の除去 

○ 日本造園組合連合会東京都支部東京庭職組合 

○ 日本造園組合連合会東京都支部世田谷植木職組合 

○ 日本造園組合連合会東京都支部玉川造園組合 
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○ 世田谷造園協力会 

ウ 道路上の放置自転車、車両の除去及び整備 

○ 東京都自動車整備振興会世田谷支部 

 

＊災害時における応急対策業務に関する協定書（世田谷区建設団体防災協議会） 

〔資料編資料協定第 128・P580〕 

＊災害時における応急対策業務に関する実施細目（世田谷区建設団体防災協議会） 

〔資料編資料協定第 129・P583〕 

＊災害時における施設復旧等応急措置に関する協力協定 

（東京庭職組合、世田谷植木職組合、玉川造園組合） 

〔資料編資料協定第 52・P454〕 

＊災害時における応急対策業務に関する協定書（世田谷造園協力会） 

〔資料編資料協定第 53・P456〕 

＊災害時における障害物除去等応急措置に関する協力協定（世田谷建設協同組合） 

〔資料編資料協定第 54・P458〕 

＊災害時における障害物除去等応急措置に関する協力協定 

（東京都自動車整備振興会世田谷支部） 

〔資料編資料協定第 55・P460〕 

 

〔各機関の緊急道路障害物除去〕 

機関名 取組み内容 

都本部 

○ 初期活動が一段落したら、緊急物資輸送のための路線を指定する。 

○ 災害時の緊急道路障害物除去路線等の選定は、次の基準により行う。 

（緊急交通路等の交通規制を行う路線・緊急輸送道路・避難場所に接続

する応急対策活動のための路線・原則として、幅員 15m 以上の道路の

路線） 

都建設局 

○ 震災初期における被害状況や通行可能道路の情報収集を迅速・的確

に集約して行う。 

○ 協定等に基づき、協力業者が道路上の障害物の除去等を実施する。 

○ 障害物除去用資器材の充実を図る。 

警視庁・警察署 

○ 道路交通に関する被害状況等については、関係機関の現場担当者と

緊密な情報交換を図り、実態把握に努める。 

○ 放置車両対策班を編成し、放置車両の排除に当たる。 

関東地方整備局 

東京国道事務所 
○ 震災後速やかに緊急点検及び緊急道路障害物の除去を実施する。 

首都高速道路 

○ 緊急点検を実施し、損壊状況等の把握に努めるとともに、他の関係

防災機関と緊密な連携を図る。 

○ 残置車両や道路上の障害物の状況を調査し、関係機関等とも協力の

上、所管する道路上の障害物等の除去を実施する。 

○ 緊急道路障害物除去等作業に当たっては、通行可能道路の情報や被

害情報を収集し、路線及び区間の優先順位の決定を行う。 

○ 道路に倒壊するおそれのある障害物がある場合は、法令上の取扱い

を含めて関係機関が協議して処理する。 

○ 障害物除去用資器材を整備・確保する。 
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③ その他応急措置 

【実施主体】区災対土木部 

道路の陥没、路面の亀裂、橋りょう、横断歩道橋等の落橋等は、速やかに復旧し、避

難路の確保及び緊急車両等災害応急車両の通行確保のため次の応急対策を実施する。 

ア 啓開道路は、道路の損傷を確認し、車両通行確保を直ちに行う。 

イ 占用物件の損傷を確認し、占用企業者と連絡を取り、必要に応じて常備の応急車及

び雇上げ車両による埋戻し作業をする。 

ウ アスファルト舗装の修繕は、備蓄している常温合材等によって速やかに補修する。 

エ 落橋したものは、流水の妨げとならぬよう速やかに撤去し、主要道路より仮橋を設

置する。 

オ 落橋した横断歩道橋等は、交通の妨げにならぬよう安全を確保しながら直ちに撤去

する。 

カ 国道及び都道が損傷した場合はそれぞれ管理者に連絡し協力する。 

＊道路啓開用務集 

 

〔各機関のその他応急措置〕 

機関名 取組み内容 

関東地方整備局 

東京国道事務所 

○ パトロールカー等による巡視を実施する。 

○ 応急復旧・迂回道路の選定等の処置を行い、緊急輸送路の確保に努める。 

東京都建設局 

第二建設事務所 

○ 管理道路の被害状況を調査し、関係機関との情報交換を行う。 

○ 緊急道路啓開路線を優先的に啓開して交通の確保に努める。 

首都高速道路 

○ 災害対策本部を設置し、情報収集連絡体制を確立して、必要な措置を速や

かに講ずる。 

○ 二次災害の防止と緊急輸送機能の確保、機能回復を図る。 

○ 規制状況等を利用者に広報する。 

○ 道路構造物、管理施設等を緊急点検し、必要に応じ応急復旧に努める。 

○ 工事が必要な箇所については、その被災状況に応じて必要な措置を講じ

る。 
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２ 鉄道施設 

（１）対策内容と役割分担 

初動措置として運転規制や乗客の避難誘導を行うほか、浸水事故発生対応や駅などでの各

種情報提供等を行う。 

機関名 対策内容 

各鉄道事業者 

・京王電鉄 

・小田急電鉄 

・東急電鉄 

○ 災害対策本部等の設置 

○ 災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信

連絡の実施 

○ 徐行等の運転規制の実施 

○ 乗客の避難誘導の実施 

○ 負傷者救護の優先的実施 

○ 浸水事故発生時の浸水防止及び排水作業の実施 

 

（２）業務手順 

○ 旅客及び施設等の安全確保を行うため、災害対策本部等を設置する。 

○ 列車及び旅客の安全確認のため、徐行等の運転規制を実施する。 

○ 駅での混乱防止や、列車内の乗客の安全確保のため、速やかに避難誘導を実施する。 

○ 駅や列車内での混乱防止のため、案内放送等による情報提供を行うとともに、利用者

に対してホームページやＳＮＳ等による情報提供を行う。 

○ 事故が発生した場合、災害対策本部と協力し、負傷者の救護を優先して実施する。 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】各鉄道事業者 

○ 災害時の活動態勢 

•  震災が発生した場合は、各鉄道事業者は全機能を挙げて、旅客及び施設等の安全

確保を行うため、災害対策本部等を設置する。 

•  災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無

線、指令電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて、移動用無線機等の

無線設備を利用する。 

○ 発災時の初動措置 

•  各鉄道事業者は、震災初動期に列車及び旅客の安全を確認するため、各社の規定

に従い徐行等の運転規制を実施する。 

○ 乗客の避難誘導 

•  震災時に予想される駅における旅客の集中による混乱防止や、列車内の乗客の安

全確保のため、各鉄道事業者は各社の規定により速やかに避難誘導を実施する。 

•  駅にいる乗客に対しては、混乱防止のため案内放送等による情報提供を行い、あ

らかじめ定めた場所に誘導する。 

•  列車内の乗客に対しては、混乱防止のため案内放送等による情報提供を行い、安

全な場所又は最寄り駅まで、駅長（運転司令等）と連絡の上、誘導する。 
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•  外国人の旅客に対しては、多言語を用いた文字や音声による情報提供を行い、適

切な避難誘導を実施する。 

•  自家発電設備、蓄電池設備等により、停電時であっても、乗客の避難誘導に必要

な照明、非常灯等最低限の電力を確保する。 

○ 事故発生時の救護活動 

•  各鉄道事業者は、震災時に事故が発生した場合、災害対策本部と関係機関が協力

し、負傷者や障害者・高齢者等の避難行動要支援者の救護を優先して実施する。 

•  併発、続発事故等の二次災害の防止に万全を講じるとともに、引き続き旅客の安

全確保を図り輸送力の確保に努め、必要に応じ関係機関の出動・救護の要請を行う。 

 

【実施主体】京王電鉄 

① 基本方針 

地震等による災害に対しては、被害を最小限に止め、平素より地震発生時における初

動対応、旅客の避難誘導方等について周知徹底させておき、災害発生時には、災害対策

本部を設置し、早期復旧を図り、輸送の確保に全力で努める。 

② 応急対策 

地震発生時には各種規定により対処するように定めてあるが、災害が発生した場合の

体制は、次のとおりである。 

ア 応急態勢 

（ア）鉄道事業本部長を長とする災害対策本部を設置し、被災情報を的確に把握し、復

旧作業、救援作業の迅速化を図る。 

（イ）本社及び現場での動員数は災害の程度に応じて定めてある動員計画による。 

イ 通信連絡体制 

（ア）列車無線又は沿線電話を使用し、被災情報や応急活動等の連絡を行う。 

（イ）列車無線、沿線電話が使用不能な時は、緊急自動車（衛星電話搭載）を現場に急

派し、本社等の基地局との通信連絡にあたる。 

ウ 応急用資材の確保 

各職場では救援復旧資材を常備している。 

 

【実施主体】小田急電鉄 

① 基本方針 

公共輸送機関としての使命を達成するために、平時から地震発生時等における初動対

応、旅客の避難誘導、運転取扱い等について周知徹底を図る。更に災害発生時には対策

本部を設置して、早期復旧を図り輸送の確保に努める。 

② 応急対策 

地震発生時には、社内規定に基づき対処方法を定めてあり、災害が発生した場合の対

応は、次のとおりである。 

ア 応急態勢 

（ア）対策本部を設置して、情報を的確に把握し、復旧作業及び救援作業の迅速化を図
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る。 

（イ）対策本部及び現業の要員数は災害の程度に応じて想定した基準により配置する。 

（ウ）応急復旧業務、代替バス輸送業務に関して工事業者並びにバス会社等と協定を締

結してあり、災害時の復旧活動、代替輸送の迅速化を図る。 

イ 通信連絡体制 

（ア）列車無線、鉄道内線、携帯電話・衛星携帯電話等を利用し、災害情報の収集や復

旧作業指示等の必要な通信連絡を行う。 

（イ）設置してある災害時優先電話で必要な通信連絡を行う。 

ウ 応急用資材の確保 

各職場においては、各種応急資機材を常時確保している。 

 

【実施主体】東急電鉄 

① 基本方針 

地震による被害を最小限に止め、かつ旅客の安全を確保するため、平時より地震発生

時における旅客並びに運転等取扱い方について周知徹底させておく。また災害発生時に

は災害対策本部を設置し、人命の安全を確保した上で早期復旧を図り輸送の確保に努め

る。 

 

② 応急対策 

ア 応急態勢 

（ア）災害対策本部を設置し、情報を的確に把握し復旧作業及び救援作業の迅速化を図

る。 

（イ）災害対策本部及び現業の動員数は災害の程度に応じて想定した人員配置の基準に

よる。 

イ 通信連絡態勢 

（ア）通信線路使用可能のときは、指令電話、鉄道電話及び電話局加入電話・駅管内間

電話を活用し、所定の緊急通信連絡を行う。 

（イ）必要に応じて移動局等により保守無線回線の構築をおこない、電力司令所及び運

輸司令所と通信連絡を行う。 

ウ 応急用資材の確保 

復旧用資材については必要量を常時確保している。 
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３ 河川施設等 

（１）対策内容と役割分担 

① 河川関係障害物除去 

機関名 対策内容 

都建設局 
○ 舟航河川における障害物を除去しゅんせつ 

○ 清掃船の航行可能河川における浮遊物を除去 

 

② 河川及び内水排除施設 

機関名 対策内容 

区 災対土木部 
○ 水防活動と並行して管内の河川管理施設を重点的に巡視。被害箇所

については、直ちに都に報告するとともに必要な措置を実施 

都建設局 
○ 河川管理施設及び工事箇所の被災の発見に努め、必要な応急措置を

実施 

都下水道局 
○ 管路や高潮防潮扉、水再生センター、ポンプ所等の被害状況を確認

し、必要な応急措置を実施 

関東地方整備局京浜

河川事務所 

○ 堤防、護岸、排水施設等の河川管理施設及び工事箇所の被災の発見

に努める。 

 

【防災船着場の運用】 

都は、災害時に河川が物資等の緊急輸送経路として活用できるように、避難場所等に

隣接して防災船着場を整備している。 

このうち、都所有の防災船着場についての発災時の運用は、統一的な運用の観点から、

下記のとおりとする。 

機関名 都・区災害対策本部等設置期間中 都・区災害対策本部等立ち上げ時 

都本部 

運用指示主体 

（都全体の災害対策活動の中で調整

を行い、必要がある場合、区本部に運

用の指示をする。） 

都本部は、区本部が防災船着場の運用

主体になり、防災船着場として利用が可

能になった事を防災機関に周知 

都建設局 
運用支援主体 

（損傷等に対する修繕・補修） 

損傷の有無の点検を行い、安全を確認

し、区本部へ引き継ぐ。引継ぎ後、都建

設局本部に引継完了を報告 

区本部 
運用主体 

（一切の運用管理権限を掌握） 

都建設局の安全確認点検後、運用主体

として、引継ぎを受け、都本部に報告 

 

（２）業務手順 

① 河川関係障害物除去 

○ 都建設局は、舟航河川における障害物をしゅんせつする。 

○ 関東地方整備局京浜河川事務所は、河川機能確保のため、土砂等の障害物を除去す

る。 
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② その他応急措置 

○ 発災直後において道路通行が不可能なときは、医療救護班や重篤患者の移送手段と

して、都建設局が所有する水上バス等を活用する。移送に当たっては、清掃船等によ

り河川障害物除去が行われた後、安全を確保した上で実施する。 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 河川関係障害物除去 

【実施主体】区災対土木部、都第二建設事務所、関東地方整備局京浜河川事務所 

【河川及び内水排除施設・砂防施設】 

ア 工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所を発見した場合には、直ち

に適切な処置を講ずるとともに、地震による施設の破壊が予想される箇所についても、

あらかじめ調査し、対策に万全を期す。 

（ア）工事中の現場で氾濫等の危険ありと判断される場合、関係者に対し、締切り又は

仮設物の撤去をさせる。 

（イ）低地帯へ浸水防止のため、土のう積みを実施する。 

（ウ）多摩川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）以上に達した場合には、水門陸閘（こ

う）を閉鎖し、内水防止のため排水ポンプを設置する。 

イ 河川管理者は、河川が地震等により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査

し、復旧を行うものとする。特に公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象

は次のとおりである。 

（ア）堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で区民の日常生活に重大な影響を与えている

もの。 

（イ）堤防護岸等の決壊で破堤のおそれがあるもの。 

（ウ）河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの。 

（エ）河川の埋そくで流水のそ通を著しく阻害するもの。 

（オ）護岸、床止、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊又は決壊でこれを放置する

ことにより、著しい被害を生ずるおそれがあるもの。 

 

② 河川及び内水排除施設 

【実施主体】都下水道局 

○ 水再生センター、ポンプ所等の排水施設に被害を受けた場合は、特に、氾濫水によ

る被害の拡大防止に重点を置き、区関係部局及び水防団体との相互の協力及び応援態

勢の確立を図り、速やかに施設の応急復旧に努める。 
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４ 水道 

（１）対策内容と役割分担 

情報収集及び連絡、点検、調査等を行う。 

機関名 対策内容 

都水道局 

○ 異常箇所等についての情報収集及び連絡を徹底 

○ 施設の点検・被害調査を実施 

○ 被害箇所の復旧までの間、二次災害発生のおそれがある場合及び被害

の拡大するおそれがある場合の応急措置を実施 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震発生によ
り、水道施設
に甚大な被害

発生！

★給水対策本部を設置
○地震の震度に応じて、必要な職員を確保
○夜間、休日等の勤務時間外に地震が発生した
場合は、局の災害対策職員住宅に入居している
職員及びあらかじめ指定された管理職員等の初
動要員により初動態勢を構成
○不足する人員は、都本部を通じて都各局、自
衛隊及び他の地方公共団体等に応援を求める。

〔情報連絡体制〕

〔復旧作業〕
〔飲料水の供給（第11章Ｐ15参照）〕
○建物や水道施設の被害状況などを踏ま
え、適時適切に応急給水計画を策定し、
区市町との役割分担に基づいた段階的な
応急給水を実施

〔広報活動〕
○都本部と連携しながら、被害、
復旧及び応急給水の状況等を適時
適切に広報し、混乱を防止

 情報の流れ給水対策本部

東
京
都
災
害
対
策
本
部

情報調査部　情報班
指揮調整部

多摩対策部

応急対策部所
水運用センター、水質センター、水源管理事務所、各支所、

浄水管理事務所、建設事務所、給水管理事務所

各系列事業所
監理団体管理の局施設

〕 
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５ 下水道 

（１）対策内容と役割分担 

下水道局災害対策本部を設置し、下水道施設の調査、点検を行い、被害状況を把握する。 

機関名 対策内容 

都下水道局 

○ 下水道施設の調査、点検等を実施し、被害情報の収集及び連絡を徹底 

○ 復旧までの間、二次災害発生のおそれがある場合、被害の拡大するお

それがある場合の応急措置を講じるとともに、工事現場の応急対策を実

施 

○ ポンプ所、水再生センターにおけるポンプ及び諸機械の運転を継続 

 

（２）業務手順 
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６ 電気・ガス・通信等 

（１）対策内容と役割分担 

情報収集、点検、危険予防措置、資器材等の調達、広報活動等を行う。 

機関名 対策内容 

東京電力グルー

プ 

○ 資材の調達・輸送 

○ 震災時における危険予防措置 

○ 応急工事 

○ 災害時における電力の融通 

東京ガス 

ガス事業者 

○ 被害情報の収集 

○ 事業所設備等の点検 

○ 製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止等の措置 

○ ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置  

○ 被害推定に基づく応急措置 

○ 遠隔再稼働による速やかなガス供給再開 

○ 資器材等の調達 

○ 移動式ガス発生設備による臨時供給 

○ 避難所等への LPガス供給 

NTT 東日本 

○ 各対策組織相互の通報、連絡は情報を統括する組織を窓口として行う。 

○ 重要通信の確保、若しくは被災した電気通信設備等を迅速に復旧する

ため、必要な情報を収集し、関係組織相互間の連絡、周知を行う。 

○ 災害等に際し、通信ふくそうの緩和及び重要通信の確保を図るために

臨機に措置を取る。 

○ 区立小中学校等の避難所に、被災者が利用する特設公衆電話の設置に

努める。 

○ 安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提

供する。 

各通信事業者 

○ 被害状況、通信施設の疎通状況等の情報収集 

○ 重要通信の確保による応急復旧対策、広報活動等 

○ 災害対策用機材、車両等の確保 

○ 通信回線の確保や通信の途絶防止などの応急対策 

（２）業務手順 

○ 災害対策本部や報道機関等から被害情報を収集するとともに、自社の被害状況を把握

する。 

○ 資材の在庫を常に把握し、応急対策に必要な資材で不足するものは調達･確保する。 

○ 防災活動等において、安全確保のため必要な場合は、危険予防措置を実施する。 

○ 応急措置を実施する。 

（３）エネルギーの確保 

○ 施設の機能を維持するため、自立・分散型電源等の活用により、エネルギーを確保す

る。
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第３ 復旧対策 

１ 道路・橋りょう ４ 水道 

２ 鉄道施設 ５ 下水道 

３ 河川及び内水排水施設等 ６ 電気・ガス・通信等 

 

１ 道路・橋りょう 

（１）対策内容と役割分担 

道路の障害物除去及び搬出、応急復旧等を行う。 

機関名 対策内容 

区 災対土木部 

○ 区道上の障害物除去及び応急復旧の実施 

○ 道路・路面・橋りょう等の被害は、速やかに復旧する 

○ 関係機関と連携し、必要に応じて埋戻し作業をする 

○ 舗装を速やかに補修する。 

○ 落橋したものは、速やかに撤去し、主要道路より仮橋を設置する 

○ 落橋した横断歩道橋等は、安全を確保しながら直ちに撤去する 

○ 道路損傷は、管理者に連絡し協力する 

都建設局 
○ 道路の被災箇所で、被害がある箇所の復旧 

○ 都道上の障害物除去作業及び障害物の搬出 

首都高速道路 ○ 災害の再度発生防止等の観点から、可能な限り改良復旧を図る。 

関東地方整備局東京

国道事務所 
○ 応急復旧工事を行い、緊急輸送路としての機能を確保 

都港湾局 ○ 所管道路の障害物除去及び応急復旧の実施 

東日本高速道路 

中日本高速道路 
○ 速やかに交通を確保し、被害の拡大を防止する観点から応急復旧を実施 

 

 

２ 鉄道施設 

（１）対策内容と役割分担 

施設の被害状況に応じた復旧を行う。 

機関名 対策内容 

各鉄道事業者 

・京王電鉄 

・小田急電鉄 

・東急電鉄 

○ 施設の被害状況に応じた復旧の実施 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】各鉄道事業者 

○ 鉄道施設は、震災後の都市機能の確保や各種の復旧対策に寄与するため、速やかに応

急復旧を行い、輸送の確保に努める。 
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○ 各鉄道事業者は、応急対策の終了後、被害原因等の調査分析を行い、この結果に基づ

き、再び同様な被害を受けないよう、本復旧計画を立て実施する。 

 

３ 河川及び内水排除施設等 

（１）対策内容と役割分担 

河川管理施設の応急復旧、各機関が所管する施設の緊急工事等を行う。 

① 河川及び内水排除施設 

機関名 対策内容 

区 災対土木部 ○ 区内の河川管理施設・排水場施設に被害が生じた場合の復旧対策 

都建設局 

○ 破損等の被害を受けた場合の復旧対策 

○ 23区内の河川管理施設の応急・復旧を図るとともに、区市町村の実

施する応急措置を支援 

都下水道局 ○ 管路、水再生センター、ポンプ所等の排水施設の復旧対策 

関東地方整備局京浜

河川事務所 
○ 都及び区市町村等の行う応急対策への支援 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対土木部、都第二建設事務所、関東地方整備局京浜河川事務所 

○ 排水場施設に被害を生じた場合は、直ちに都建設局に報告し、移動式排水ポンプ車の

派遣を求め、これにより排水作業を継続し、内水の氾濫による被害の拡大を防止する。 

○ 23区内の区が管理する河川管理施設の応急復旧対策については、大規模なものを除き、

都の助言の下にこれを実施する。 

○ 工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、被害箇所を発見した場合には、直ちに

適切な処置を講ずるとともに、地震による施設の破壊が予想される箇所についても、あ

らかじめ調査し、対策に万全を期す。 

ア 工事中の現場で氾濫等の危険ありと判断される場合、関係者に対し、締切り又は仮

設物の撤去をさせる。 

イ 低地帯へ浸水防止のため、土のう積みを実施する。 

ウ 多摩川の水位が氾濫注意水位（警戒水位）以上に達した場合には、水門陸閘（こう）

を閉鎖し、内水防止のため排水ポンプを設置する。 

○ 河川管理者は、河川が地震等により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、

復旧を行うものとする。特に、公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、

次のとおりである。 

ア 堤防の破壊、護岸、天然河岸の決壊で区民の日常生活に重大な影響を与えているも

の。 

イ 堤防護岸等の決壊で破堤のおそれがあるもの。 

ウ 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで根固めをする必要があるもの。 

エ 河川の埋そくで流水のそ通を著しく阻害するもの。 

オ 護岸、床止、水門、ひ門、ひ管又は天然の河岸の全壊又は決壊でこれを放置するこ
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とにより、著しい被害を生ずるおそれがあるもの。 

 

【実施主体】都建設局 

○ 都が管理する河川管理施設については、応急復旧対策を全般的に実施する。 

○ 区市町村の実施する応急措置に関し、技術的助言及び総合調整を行うほか、応急・復

旧対策を総合的判断の下に実施する。 

○ 排水機場施設の被害をとりまとめるほか、総合的判断の下に、移動式排水ポンプ車の

派遣を決定する。 

○ 区が管理する河川管理施設の応急・復旧対策について区に技術的助言を行うほか、大

規模なものについては直接実施する。 

 

【実施主体】都下水道局 

○ 水再生センター、ポンプ所等の排水施設に被害を受けた場合は、特に、氾濫水による

被害の拡大防止に重点を置き、区関係部局及び水防団体との相互の協力及び応援態勢の

確立を図り、速やかに施設の復旧に努める。 

○ 復旧活動に当たっては、災害時における水再生センター等の応急復旧業務に関する協

定を締結している民間団体と連携して対処する。 

 

 

４ 水道 

（１）対策内容と役割分担 

施設、管路、給水装置等の復旧を行う。 

機関名 対策内容 

都水道局 

○ 取水・導水施設の復旧対策 

○ 浄水・配水施設の復旧対策 

○ 送・配水管路、給水装置の復旧対策 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】都水道局 

○ 取水・導水施設・配水施設の被害は速やかに復旧活動を行う。 

なお、管路の復旧作業の優先作業は、次の順序で順次復旧する。 

① 首都中枢機関、災害拠点病院等への供給管路 

② 第一次重要路線 

③ 第二次重要路線、配水本管網の骨格となる路線 

④ その他、給水上極めて重要な路線、震災対策用応急給水、避難所等に至る管路 

⑤ 復旧活動に支障となる箇所：緊急啓開道路、鉄道等の横断箇所など復旧活動に支

障となる箇所、二次災害を起こすおそれのある場所 

○ 公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧及び通水と並行して実施する。 

○ 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧及び通水状況に併せ、
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機能が回復するよう優先して復旧に当たり、順次その他の給水管についても復旧を行う。 

○ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等から修繕申し込みがあったものについ

て応急措置を行う。 

 

５ 下水道 

（１）対策内容と役割分担 

管路、水再生センター・ポンプ所、工事現場等の復旧を行う。 

機関名 対策内容 

都下水道局 
○ 管路の復旧対策の実施 

○ 水再生センター・ポンプ所の復旧対策の実施 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】都下水道局 

○ 被害が発生したときは、主要施設から復旧を図る。復旧順序については、水再生セン

ター、ポンプ所、幹線管きょ等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、ます・

取付管の復旧を行う。 

＜管きょ等＞ 

•  緊急調査で判明した被害について、汚水の流下機能を確保するための復旧を行う。 

＜水再生センター・ポンプ所＞ 

•  水再生センター・ポンプ所は、流下機能の確保と揚水、簡易処理、消毒及び放流

の機能の回復を図り、さらに環境負荷の低減、公共用水域の水質の向上に努める。 

○ 被害状況に応じ、他の大都市等へ復旧支援を要請し、その受入に対応する。 

 

６ 電気・ガス・通信等 

（１）対策内容と役割分担 

復旧効果の大きさ、二次災害防止等の観点から復旧を行う。 

機関名 対策内容 

東京電力グルー

プ 
○ 電力供給上復旧効果の大きいものから実施 

東京ガス 

ガス事業者 
○ 二次災害を防止するため、あらかじめ定めた手順により実施 

各通信事業者 ○ 応急復旧工事、本復旧工事の順で実施 

（２）詳細な取組み内容 

① 電気施設 

【実施主体】東京電力グループ 

災害に伴う応急・復旧対策については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度

を勘案して、二次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 

ア 被害状況の把握 
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電力施設等の被害状況及び復旧状況や停電による主な影響状況等を迅速、的確に把

握する。 

イ 復旧計画の作成 

早期の停電解消を最優先に、仮復旧を前提とする復旧方針のもと、復旧計画を作成

する。 

ウ 災害時における応援の組織・運営 

非常災害対策支部のみの災害活動では困難であると判断した場合には、本社本部及

び総支社本部に復旧応援隊の編成を要請し、必要な支援を受ける。 

エ 資材の調達・輸送 

非常災害対策支部は、資材の在庫品を再調査し、第一線機関等相互の流用または本

社対策本部に対する応急資材の請求により速やかに確保する。 

オ 震災時における危険予防措置 

震災時、原則として送電を継続するが、感電災害を防止のため、感電のおそれがあ

る設備を発見した場合は、送電停止等の適切な危険予防措置を実施する。 

警察、消防機関等からの要請があった場合は、危険予防措置を講ずる。 

カ 応急工事 

○ 送電設備については、ヘリコプター、車両等の機動力の活用により仮復旧の標準

工法に基づき、迅速に行う。 

○ 配電設備については、配電設備の応急復旧による迅速、確実な復旧を行う。 

○ 人命に係る３次医療機関等、官公署、報道機関、避難所等を優先するなど災害状

況、各施設の被害復旧の難易度等を勘案して、供給上、復旧効用の最も大きいもの

から行う。 

 

② ガス施設 

【実施主体】東京ガス 

○ ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、被災した地域施設又は設備の復

旧を可能な限り迅速に行うとともに、二次災害を防止するため、あらかじめ定めた手

順により実施する。 

○ 具体的な手順は以下のとおり。 

•  非常体制が発令された場合は、対策要員はあらかじめ定められた動員計画に基

づき速やかに出動する。 

•  予備品、貯蔵品等の復旧用資器材の在庫量を確認し、調達を必要とする資器材

は、速やかに確保する。 

•  復旧する地域の被害状況を調べ、被害の程度に応じた復旧方法を選び、材料や

要員・車両を手配する。 

•  ガスメーターの近くのメーターガス栓を閉め、地面に埋められているガス管と

宅内のガス管を分離する。 

•  都市ガスの復旧は 2,000～3,000 軒くらいの地域ごとに行うため、バルブを閉

めたりガス管を切断して地域を分割する。 
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•  検査用のガスを封じてガス管の健全性をチェックし、被害箇所の修理や仮配管

等を行い、発生材で埋め戻しを行う。 

•  宅内配管を確認して、被害箇所を修理する。被害が大きい場合は仮配管を行う。 

•  ガス管の中に入っている空気を抜いて、ガスが出ることを確認する。ガスが安

全に使用できる状態を確認して利用再開する。 

○ さらに、必要に応じて次の対応を行う。 

•  社会的優先度の高い病院や老人福祉施設、避難所などには、「移動式ガス発生設

備」を用いて、スポット的にガスを臨時供給する。 

•  地震災害などの大きな被害があった場合、全国のガス会社は相互に応援し合っ

て、一日も早い供給再開に向けて対応する。 

•  地震が発生したときには安全な換気方法、ガスメーターの復帰方法、都市ガス

の供給停止地域、都市ガスの復旧予定などの情報をいち早く広報する。 

 

③ 通信施設 

【実施主体】NTT東日本 

ア 応急復旧 

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊

急度を勘案して、迅速・適切に実施する。 

（ア）被災した電気通信設備等の復旧は、速やかに実施する。 

（イ）必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事に要

する要員・資材及び輸送の手当てを行う。 

（ウ）復旧にあたっては、行政機関、ライフライン事業者と連携する。 

 

イ 災害復旧 

（ア）応急復旧工事終了後、被害原因の調査分析をし、必要な改良事項を組み入れて災

害復旧工事を計画、設計する。 

（イ）被災地における地域復興計画の作成・実行にあたっては、これに積極的に協力す

る。
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ウ 復旧順位とサービス復旧目標 

順位 復旧する電気通信設備 
サービス 

復旧目標 

１ 

○ 気象機関に設置されるもの 

○ 水防機関に設置されるもの 

○ 消防機関に設置されるもの 

○ 災害救助機関に設置されるもの 

○ 警察機関に設置されるもの 

○ 防衛機関に設置されるもの 

○ 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○ 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○ 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

24時間 

以内 

２ 

○ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○ 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○ 選挙管理機関に設置されるもの 

○ 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

○ 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

○ 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるもの

を除く。） 

３日以内 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
10日以内

（※） 

（※）激甚災害の場合は 14日以内 

 

【実施主体】各通信事業者 

○ 重要通信の確保又は被災した電気通信設備等を迅速に復旧するため、気象等の状況

や電気通信設備等の被害状況などの情報を収集し、関係組織間相互の連絡を行う。 

○ 非常態勢が発令された場合は、速やかに対策本部等に出動する。 

○ 被災した電気通信設備等の応急復旧工事は、災害復旧に直接関係のない工事に優先

して、復旧工事に要する要員・資材及び輸送の手当てを行うなど、早期復旧に努める。 

○ 応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、この結果に基づき必要な

改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計する。 

 被災地における地域復興計画の作成･実行に当たっては、これに積極的に協力する。 
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第５章 

応急対応力、広域連携体制の強化 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 広域的な視点からの応急対応力強化の基本的考え方 

大規模な震災が発生した場合、発災直後の的確かつ迅速な初動対応が多くの命を救うこ

とにつながる。このため、区本部においても、被害の状況に応じた機動的な対応や、各部、

都、自衛隊をはじめとした関係防災機関との迅速かつ円滑な連携ができる体制の強化が必

要である。一方で、一自治体単独での対応には自ずと一定の限界もあり、近年の災害の教

訓を踏まえると、初動時からの円滑な広域応援の調整が必要である。また、応援部隊が円

滑に活動できる拠点施設等の確保も必要である。 

本章では、大規模な地震が発生した場合における、区本部の体制や、国及び都や他自治

体などとの広域的な連携及び応援部隊の活動拠点の整備等について示す。 
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第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化

○ 区災害対策本部としての全体的な職員配置体制の具
体化、職員の安否確認態勢の確立、情報システムが
稼動できない間の業務継続

○ 広域連携体制の実効性確保、災害時における支援協
定に係る連絡体制・運用の更なる検討

○ 大規模救出救助活動拠点の連絡体制や使用施設等に
関する調整

○ 区災害対策本部機能の強化、区災害対策本部の職員
配置体制の検討、職員の安否確認手段の周知徹底、
図上訓練等による応援手順の検証

○ 広域連携に係る調整体制の強化、防災関係機関や事
業者を含めた協力機関との連携の推進

○ 大規模救出救助活動拠点の活用、区独自の拠点の整
備、拡大

○自衛隊・警察・消防等との連絡調整機能の強化、区と関係機関とが連携して本部の対処能力を向上するための体制構築

○協定自治体等の広域連携体制の一層の強化、国・都・他自治体・関係機関等と円滑な協力体制及び受援応援体制の構築、協定自治体や関係機関等からの人員や支援物資の受入態勢を具体化

○大規模な救出・救助活動や復旧活動のための拠点となるオープンスペースの確保、受援や発災時に備えた大規模救出救助活動拠点、復旧活動拠点に係る計画策定

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

区の活動体制の整備（活動庁舎の機能強化等）

発災時の受援応援体制の充実

都・他区市町村等との協力体制確立

オープンスペース・大規模救出救助活動拠点等の
確保・整備

世田谷区災害対策本部の設置・運営

都・他区市町村等との応援協力

○ 初動対応体制の整備

○ 広域連携体制の構築

○ 応急活動拠点の整備

○ 初動態勢

○ 応援協力・派遣要請

ヘリコプター活動拠点の確保、ヘリサインの設置

オープンスペース等の使用調整等

○ 応急活動拠点の調整

○ 震度５弱以上の地震が発生した場合、世田谷区災害
対策本部を自動的に設置

○ 広域連携体制の整備（令和２年４月）

・相互協力支援協定（東京23区）

・相互援助協定（狛江市、群馬県川場村）

・相互応援協定（城南5区、調布市、つくば市、高
崎市、小山市、熊谷市、十日町市、三鷹市、松本
市）

○ 各種協定締結の継続を推進

○ 都が指定するオープンスペースを大規模救出救助活
動拠点の候補地として活用

第１節 現在の到達状況

区及び防災関係機関による防災訓練

消火・救助・救急活動等の体制整備

消火・救助・救急活動（情報連絡体制、救出・救助活動の支援等）

区民、東京消防庁・消防署・消防団、警察、防災機関等の活動体制

自衛隊への災害派遣要請

区の業務継続体制の確保

民間団体・ボランティアとの協力体制確立 民間団体等との応援協力

他自治体への応援体制の整備

○ 他自治体への応援
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第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化

○ 区災害対策本部としての全体的な職員配置体制の具
体化、職員の安否確認態勢の確立、情報システムが
稼動できない間の業務継続

○ 広域連携体制の実効性確保、災害時における支援協
定に係る連絡体制・運用の更なる検討

○ 大規模救出救助活動拠点の連絡体制や使用施設等に
関する調整

○ 区災害対策本部機能の強化、区災害対策本部の職員
配置体制の検討、職員の安否確認手段の周知徹底、
図上訓練等による応援手順の検証

○ 広域連携に係る調整体制の強化、防災関係機関や事
業者を含めた協力機関との連携の推進

○ 大規模救出救助活動拠点の活用、区独自の拠点の整
備、拡大

○自衛隊・警察・消防等との連絡調整機能の強化、区と関係機関とが連携して本部の対処能力を向上するための体制構築

○協定自治体等の広域連携体制の一層の強化、国・都・他自治体・関係機関等と円滑な協力体制及び受援応援体制の構築、協定自治体や関係機関等からの人員や支援物資の受入態勢を具体化

○大規模な救出・救助活動や復旧活動のための拠点となるオープンスペースの確保、受援や発災時に備えた大規模救出救助活動拠点、復旧活動拠点に係る計画策定

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

区の活動体制の整備（活動庁舎の機能強化等）

発災時の受援応援体制の充実

都・他区市町村等との協力体制確立

オープンスペース・大規模救出救助活動拠点等の
確保・整備

世田谷区災害対策本部の設置・運営

都・他区市町村等との応援協力

○ 初動対応体制の整備

○ 広域連携体制の構築

○ 応急活動拠点の整備

○ 初動態勢

○ 応援協力・派遣要請

ヘリコプター活動拠点の確保、ヘリサインの設置

オープンスペース等の使用調整等

○ 応急活動拠点の調整

○ 震度５弱以上の地震が発生した場合、世田谷区災害
対策本部を自動的に設置

○ 広域連携体制の整備（令和２年４月）

・相互協力支援協定（東京23区）

・相互援助協定（狛江市、群馬県川場村）

・相互応援協定（城南5区、調布市、つくば市、高
崎市、小山市、熊谷市、十日町市、三鷹市、松本
市）

○ 各種協定締結の継続を推進

○ 都が指定するオープンスペースを大規模救出救助活
動拠点の候補地として活用

第１節 現在の到達状況

区及び防災関係機関による防災訓練

消火・救助・救急活動等の体制整備

消火・救助・救急活動（情報連絡体制、救出・救助活動の支援等）

区民、東京消防庁・消防署・消防団、警察、防災機関等の活動体制

自衛隊への災害派遣要請

区の業務継続体制の確保

民間団体・ボランティアとの協力体制確立 民間団体等との応援協力

他自治体への応援体制の整備

○ 他自治体への応援
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第５章 応急対応力、広域連携体制の強化 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 初動対応 

区内において大規模な災害が発生し、又は発生すると認められたときは、迅速に災害対策活

動を実施できるよう区本部を設置する。なお、平成 25年度より、非常配備態勢指定における参

集基準を変更し、震度５弱以上の地震が発生した場合は、区本部を自動的に設置し、職員が参

集する体制を整備した。 

 

２ 広域連携体制 

災害時に他の地方公共団体の円滑な協力が得られるよう、広域連携体制として以下のとおり

災害時の相互応援に関する協定を締結し、応援体制を構築している。 

区は、他自治体との協力協定、各種協定締結の継続を推進しており、令和２年４月現在の協

定数は３４５となる。 

相互協力支援協定 東京 23区 

相互援助協定 狛江市、群馬県川場村 

相互応援協定 
城南５区（品川区、目黒区、大田区、渋谷区、世田谷区）、調布市、

つくば市、高崎市、小山市、熊谷市、十日町市、三鷹市、松本市 

令和２年４月１日現在 

 

３ 大規模救出救助活動拠点の整備 

大規模な災害発生後すぐに、広域支援・救助部隊等が被災者の救出、救助等を行うための活

動拠点として、都が指定するオープンスペースを大規模救出救助活動拠点の候補地として活用

する。 

〔屋外施設〕 

候補地名称 所在地 
想定候補面積 

（m2） 

ヘリ離発着想定面（ｍ） 

及び現況 

都立駒沢オリンピック公園 駒沢公園１丁目 18,000 100×80 陸上競技場 

都立砧公園 砧公園 15,000 80×100 野球場 

〔屋内施設〕 

候補地名称 所在地 アクセス道路 

世田谷清掃工場 大蔵１-１-１ 環状８号線 

千歳清掃工場 八幡山２-７-１ 環状８号線 

＊災害時臨時離着陸上候補地一覧〔資料編資料第 30・P69〕 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被 害 項 目 想定される被害 

負傷者数 最大 7,449人（冬の夕方 18時） 

  重傷者数 最大 1,366人（冬の夕方 18時） 

建物被害 最大 27,801棟（冬の夕方 18時） 

 地震火災 最大 21,727棟（冬の夕方 18時） 

自力脱出困難者 最大 2,925人（冬の朝５時） 

 

１ 初動対応 

東日本大震災の被害は、広範かつ甚大なものであり、被災地では自治体自身が被災した例も

あったことから、被害状況や支援要請の集約に時間を要した。現行の被害想定では、多くの負

傷者や自力脱出困難者、建物被害の発生が想定されることから、迅速な救出・救助活動の実施

に向けてより効率的かつ効果的な体制を構築する必要がある。 

具体的には、区として次のような課題がある。 

○ 区本部としての全体的な職員配置体制の具体化 

○ 職員の安否確認態勢の確立 

○ 情報システムが稼動できない間の業務継続について、各所管課による検討 

 

２ 広域連携体制 

広域的な物資調達のほか、帰宅困難者対策や広域避難などについては、自治体の枠を超えた

対応が求められる場合もあり、近隣自治体等との円滑な連携を図るため、広域連携体制の実効

性を高める必要がある。 

また、災害時における支援協定のあり方について、連絡体制・運用の更なる検討が必要とな

る。 

 

３ 大規模救出救助活動拠点の整備 

救出・救助活動やライフライン等の復旧活動を迅速に実施するためには、部隊のベースキャ

ンプ地や資器材等の置き場所などが必要であり、連絡体制や使用施設等について事前に十分な

調整を行う必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 初動対応体制の再構築 

区と関係防災機関が一体となって活動を展開できるよう、区本部体制を見直し、災害対応・

総合調整機能の強化や、自衛隊・警察・消防等との連絡調整機能の強化を図り、円滑な初動態

勢を構築する。 

具体的には次の取組みを行う。 

【ハード対策】 

○ 新たな本庁舎の整備に際し、災害対策本部機能の強化を図る。 

【ソフト対策】 

○ 区本部の職員配置体制を検討する。 

○ 職員の安否確認の手段を周知徹底する。 

○ 図上訓練等による応援手順を検証する。 

 

２ 広域連携体制の強化 

協定間や関係機関で円滑な連絡調整や情報共有ができるよう、広域連携に係る調整体制を強

化するとともに、防災関係機関や事業者を含めた協力機関との連携を推進する。 

具体的には、各種団体との協定締結を推進し、定期的な協定内容の確認、修正を行う。ま

た、区が実施する訓練に協定締結団体の参加を検討する。 

 

３ 大規模救出救助活動拠点の活用、区独自の拠点の整備、拡大 

都が確保する広域支援・救助部隊のベースキャンプやライフラインの復旧活動拠点として確

保するオープンスペースを活用し、大規模な救出・救助活動や復旧活動を円滑に実施する。 
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第４節 到達目標 

１ 迅速かつ的確な活動を可能とする強固な初動態勢の構築 

災害対応の総合調整機能を強化するため、自衛隊・警察・消防等との連絡調整機能の強化を

図るなど、区と関係機関とが連携して区本部の対処能力を向上するための体制を構築する。 

 

２ 近隣自治体や民間事業者等との連携強化による円滑な体制の構築 

現在の協定自治体等の広域連携体制の一層の強化や、国、都、他自治体、関係機関等と円滑

な協力体制が取れるよう、協力体制及び受援応援体制の構築を図る。また、関係防災機関や事

業者と連携して応急対応を実施するための連携チームを編成し、協定自治体や関係機関等から

の人員や支援物資を受け入れる態勢を具体化する。 

 

３ 大規模な救出・救助活動や復旧活動拠点の確保 

区と都等が連携し、公園等の整備などを行い、大規模な救出・救助活動や復旧活動のための

拠点となるオープンスペースを確保するとともに、その円滑な活用に向けて、受援や発災時に

備えた大規模救出救助活動拠点、復旧活動拠点に係る計画を策定し、迅速な活動のための環境

を整備していく。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 初動対応体制の整備 ４ 広域連携体制の構築 

２ 業務継続体制の確保 ５ 応急活動拠点の整備 

３ 消火・救助・救急活動体制の整備  

 

１ 初動対応体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

 

機関名 対策内容 

区 災対各部 

○ 災対各部での災害マニュアル等の整備・更新・訓練を実施する。 

○ 職員の研修等を実施する。 

○ 他の防災関係機関による訓練への積極的な参加を推進する。 

都水道局 
○ 各部と事業所が一体となった総合訓練及び事業所ごとに行う個別訓練

を、年１回以上行う。 

都下水道局 
○ 下水道局南部下水道事務所と区は、共同して、災害時し尿投入場所マ

ンホール確認訓練を年１回以上行う。 

警視庁・警察署 
○ ９月１日の震災警備訓練のほか、宿直時間帯における初動措置訓練等、

年間を通じて区及び地域住民と協力して随時実施する。 

東京消防庁・消防署 

○ 地震火災等地震時の各種災害に対処するため、各消防署において、消

防団、災害時支援ボランティア、防災区民組織、区民、事業所を対象と

して防災訓練を行う。 

○ 建物の倒壊や電車脱線等による多数の死傷者が発生する救助救急事象

及び大規模な市街地火災に対処するため、医療機関、民間団体等と協力

体制を確立し、連携した総合訓練を実施する。 

NTT東日本 

○ 大規模地震を想定し、防災訓練を年１回以上実施する。 

○ 都、区、市の防災会議等が主催して行う総合的な防災訓練に積極的に

参加し、これに協力する。 

首都高速道路 
○ 震災時において総合的かつ実践的な訓練を関係機関と連携しつつ実施

する。 

東京電力グループ 

○ 非常時における迅速・的確な情報連絡態勢の充実などを目的に、情報

連絡を中心とした訓練を年１回以上、全社的に実施する。 

○ 自治体主催の総合防災訓練への参加、社員の防災教育 

東京ガス ○ 非常事態対策関係諸規則等に基づき、防災訓練を実施する。 

京王電鉄 
○ 公衆等の安全確保並びに早期復旧を図るため、随時所属員の教育及び

訓練を行う。 

小田急電鉄 
○ 地震発生時等における初動対応、旅客の避難誘導、運転取扱い等また

防災知識に関する教育・訓練を実施する。 
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機関名 対策内容 

東急電鉄 

○ 乗客の安全を確保するため、関係機関と協力して訓練を実施する。 

○ 防災対策に従事する従業員に対し、防災対策に必要な教育訓練を実施

する。 

○ 災害時の情報連絡を円滑にするため、非常無線訓練（無線統制定期訓

練、災害情報連絡訓練）をその都度実施する。 

世田谷サービス公社 

（エフエム世田谷） 
○ 訓練を実施する 

郵便局 
○ 防災週間及び防災とボランティア週間を中心に防災訓練を実施するほ

か、計画的な机上訓練を実施し、職員の意識の高揚を図る。 

世田谷ケーブルテレ

ビ協議会 

○ 世田谷区及びケーブルテレビ事業者間における情報連絡に関する事項 

○ 放送機器類等の非常用設備動作に関する事項 

都総務局 
○ 首都直下地震等対処要領の策定 

○ 総合防災訓練の実施 

＊各機関における情報連絡体制一覧〔資料編資料第 31・P70〕 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 活動庁舎 

〔世田谷区庁舎の概要〕 

庁舎 耐震性 

非常用発電機 

場所 燃料種別 
容量 

（ℓ） 

作動時間

（h） 

本庁第１庁舎 
昭和 35 年竣工、平成 13 年耐震改修

→新耐震基準と同等の性能を確保 

屋上 軽油 950 76 

地階（※

1） 
軽油 41 2 

地階 灯油 950 7 

本庁第２庁舎 
昭和 44 年竣工、平成 15 年耐震改修

→新耐震基準と同等の性能を確保 

屋上 軽油 390 70 

地階 軽油 490 8 

本庁第３庁舎 平成４年竣工（新耐震基準） 
屋上 軽油 500 47 

駐車場 軽油 20,000 72 

本庁舎 令和９年完成予定（新耐震基準） 

西棟屋上 特 A重油 
120,00

0 
168 

東棟屋上 特 A重油 
120,00

0 
168 

城山分庁舎 平成 18年竣工（新耐震基準） １階 ガソリン 10 17 

北沢総合支所庁

舎 
平成２年竣工（新耐震基準） 

８階 プロパン 
（※

2） 
38 

地下３階 軽油 490 4.5 
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庁舎 耐震性 

非常用発電機 

場所 燃料種別 
容量 

（ℓ） 

作動時間

（h） 

玉川総合支所庁

舎 

昭和 42 年竣工、平成 15 年耐震改修

→新耐震基準と同等の性能を確保 

令和 2年改築 

屋上 A重油 
 

6500 

 

72 

地下（※

1） 
 95 6 

砧総合支所庁舎 平成 21年竣工（新耐震基準） 地下 軽油 10,000 72 

烏山総合支所庁

舎 
平成３年竣工（新耐震基準） 地下 特 A重油 1,950 8.8 

※1消火設備専用 

※2プロパンガスボンベ 10本設置 

 

ア 災害対策本部機能の強化 

○ 災害対策本部長室等を耐震性が優れている本庁第３庁舎に移転した。 

○ 本庁第３庁舎全体に供給できる非常用発電機と 72 時間稼動できる燃料タンクを

整備した。 

○ 必要給水量の確保として飲料用にも使用できる井戸と浄水設備を設置した。また、

４日分の容量を確保できる排水貯留槽を設置した。 

【新庁舎における災害対策機能の強化】 

２０２７年に完成予定である新庁舎について災害対策機能の強化に向けた施設計画

を進めていく。 

○ 新庁舎は大地震動後、人命の安全確保に加えて十分な機能確保ができる免震構造

とする。 

○ 発災直後から災害対策機能が確立できるよう災害対策本部長室、災害対策本部会

議室、オペレーションルーム、無線室等の災害対策本部機能を東棟３階に集約する。 

○ 大規模災害時の対応において、被害状況の把握、災対統括部から災対各部間の情

報伝達や情報共有を行うため、サーバー室を東棟地下１階と西棟地下２階に設置す

る。 

○ 情報収集・分析及び災害対策本部内での情報共有を迅速かつ効果的なものにし、

対応方針等の意思決定を適切に行うことを目的とした防災情報システムを導入する。 

○ 広場は緊急車両（自衛隊・警察車両など）・物資供給車両のスペースとしての活用、

東２期棟１階に様々な情報発信の場として、エフエム世田谷のサテライトスタジオ

の設置、区民会館を災害時の物資集積場所として利用するなど、物資・情報供給拠

点として活用する。 

○ 低層階全体の災害対策施設へと転換できるよう、東２期棟１階の区民交流スペー

スを災害時に活用可能なスペースとする。 

○ 災害時の本庁舎従事職員１３００人分の食糧、飲料水３日分及び排便収納袋を収

納する防災備蓄倉庫を東１期棟地下１階に配置する。 

○ 東西敷地に１箇所ずつ防火水槽を設置する。 
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○ 区民、職員が災害時に適切に避難できるよう分かりやすい案内を行うとともに、

障害者の避難も考慮し、デジタルサイネージの活用、火災報知器と連動した光警報

器や音声誘導装置等を設置する。 

○ 災害時の電力確保として、受変電設備や非常用発電機を東西に分散して適切に設

置し、災害発生時からインフラ復旧までの庁舎機能を維持する。 

○ 太陽光発電やコジェネ発電を設置し、日常利用時の環境性能と災害時の防災性能

を両立する。 

○ 情報収集のため、防災無線、電話、情報、テレビ等が利用できるよう、各機器には

非常用電源を供給する。 

○ 上水を受水できない場合、受水槽の水を活用し、感震器により作動する遮断弁を

計画する。また、防災井戸の地下水は、区民及び職員への給水や雨水の貯留がなく

なった場合に、トイレ洗浄水への利用とする。 

○ 震災時に下水道本管に放流できない場合、トイレなどの排水をピット内の汚水槽

に放流できるよう切替装置を計画する。汚水槽の容量は東棟・西棟の合計で約 250

㎥を確保する。 

○ マンホールトイレに代わり、東西１期棟の屋内トイレを災害時に使用する。 

○ 震災時に破断による供給停止のリスクが小さく、東京ガスによる遮断弁の開作業

により復旧する中圧ガスを引き込む。 

○ ガス熱源機器の稼働により、空調可能範囲は発電機容量を拡張する。 

○ 震災時に冷暖房を必要とする室は、発電機からの電源供給、ガス熱源機器により

運転する。 

 

イ 区本部の代替機能の確保 

○ 区は、区本部が被災した場合等、区本部を本庁第３庁舎内に設置できない場合は、

下記の順位に従い、区本部の予備施設を指定する。 

 

〔区本部施設の指定〕 

○ 本部長室等を原則本庁第３庁舎内に設置する。 

○ 本部長室等を本庁第３庁舎内に設置できない場合に備え、次のとおり、区本部の

予備施設を指定し、通信設備などの整備を図る。 

○ 次に掲げる順位で、区本部の予備施設を指定する。なお、事態の状況に応じ、区

長の判断により順位を変更することができる。 

順 位 施 設 名 場  所 

第１順位 砧総合支所 成城６－２－１ 

第２順位 玉川総合支所 等々力３－４－１ 

 

ウ まちづくりセンターの防災機能の強化 

○ 区本部が立ち上がった場合には、区内のまちづくりセンターは、拠点隊として被

災状況等の情報収集を行う。震災初動期における迅速な対応を図るため、まちづく
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りセンターに対し、防災無線、非常用発電機などの装備の充実により、防災機能の

強化を図る。 

 

② 発災時の受援応援体制の充実 

○ 庁内、都・区間、区・協定締結団体間等の受援・応援に係る調整体制を強化する。 

○ ボランティア、ＮＰＯと区との連絡調整体制等を強化する。 

○ 災害時における防災関係機関と区災対各部の連絡員の連携体制を確立するとともに、

発災初動期に区本部に集結する連絡員との定期的な連携訓練を行うなど、平時からよ

り一層顔の見える関係づくりに努める。 

○ 区災対各部と協定締結団体との平時から顔の見える関係づくりに努める。 

 

③ 区及び防災関係機関による防災訓練 

○ 区、防災関係機関が災害時の協力態勢と応急対策活動の習熟を図り、災害時の防災

行動力の向上を目指す。 

 

【実施主体】区災対各部 

 

災害対策本部

運営訓練 

災害対策本部長を中心に指揮・命令が円滑に伝達されるよう被害想定に基

づき、ICS（IncidentCommandSystem（インシデント・コマンド・システム）の

略。緊急時に複数の関係機関が効率良く連携することができる緊急体制・組

織の運用法。）の考え方、図上訓練の手法を取り入れ、本部員及び職員の教育・

訓練を実施する。 

職員参集訓練 
勤務時間外に震度６弱以上の地震が発生又は警戒宣言が発せられたという

想定で、職員を対象に実施する。 

情報通信訓練 

区移動系・地域防災系無線システム定期交信訓練 

区防災情報システム運用

訓練 
高所カメラ情報システム、防災情報管理システム 

都防災無線システム 

一斉通報定期訓練、無線統制定期訓練、災害情報

システム通信訓練、画像通信訓練、風水害情報連

絡訓練、警戒宣言情報連絡訓練 

区災対各部に

おける訓練 

現在、区災対各部では、拠点隊訓練（区災対地域本部）や福祉避難所（高齢

者）（障害者）指定施設等との訓練（区災対保健福祉部）等を実施しているが、

区災対各部の事務分掌において、マニュアルの検証や課題の整理等を目的と

した訓練の実施を更に進める。 
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２ 業務継続体制の確保 

災害時には、本地域防災計画で定める応急活動を行う一方で、区の通常の行政サービスにつ

いても、継続すべき重要なものは一定のレベルを確保できるよう、あらかじめ対策をたててお

く必要がある。 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ○ 世田谷区業務継続計画（ＢＣＰ）等の検証・更新 

都各局 
○ 都政の BCP に基づいた各局マニュアルの整備 

○ 区市町村、監理団体の業務継続計画（BCP）の策定支援 

 

（２）詳細な取組み内容 

業務継続計画とは、災害発生時等に優先すべき業務を特定するとともに、業務実施に必要

な資源の確保・配分やそのための手続きの簡略化、指揮命令系統の明確化等について必要な

措置を講じることにより、業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の業務レベルの向上を図り適

切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 

○ 世田谷区業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

•  区は、都の計画を踏まえ平成 22 年 11 月に「世田谷区業務継続計画＜震災編＞」

（ＢＣＰ）を策定し、現在は平成３０年（2018年）修正が最新版となっている。 

•  世田谷区業務継続計画は、震災時に区民の生命及び財産を保護し、区民生活に必

要不可欠な業務を早期再開することを目的とする。 

•  「業務継続計画」は、「世田谷区地域防災計画」、各種マニュアル等との整合を図

ることとする。 

•  区は、平成３０年（2018年）の計画の修正にあたっては、「世田谷区震災時職員行

動マニュアル」及び「世田谷区震災復興マニュアル」との整合を図った。これら既

存のマニュアルを有効活用するため、各個別マニュアルは、「世田谷区地域防災計画」

の一部を構成するとともに、「業務継続計画」を具体化するものとして位置付けを併

せて持つこととした。 

○ 業務継続の取組みは、以下の特徴を持っている。 

•  事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること。 

•  災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込む

こと。 

•  各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が危う

くなるかを抽出して検討すること。 

•  重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素（ボ

トルネック）を洗い出し、重点的に対処すること。 

•  重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること。 

•  指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性など、危機

管理や緊急時対応の要素を含んでいること。 
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〔ＢＣＰ策定による事業の確保と早期復旧のイメージ図〕 

 

 

○ ＢＣＰの策定に当たっては、同計画に基づき対策を実践するとともに、その結果を点検・是

正し、見直しを行うなど、継続的な取組みを平時から実施することが重要である。 

 

 

３ 消火・救助・救急活動体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

消火・救助・救急活動等を迅速かつ的確に行うため、必要な体制を整備する。 

機関名 対策内容 

区 
◎災対地域本部 

災対統括部 

○ 東京消防庁等と連携し、消火・救助・救急活動等を行うため、必要な

体制を整備 

警視庁・警察署 
○ 災害時に必要な装備資器材の整備及び充実強化 

○ 緊急交通路等を確保するために必要な体制の強化 

東京消防庁・消防署 

○ 災害時に必要な装備・資器材の充実強化を図り、消火・救助・救急体

制を整備 

○ 関係機関と連携した多数傷病者の搬送体制の確立 

○ 立体救助訓練ユニットを配備し、安全かつ実践的な訓練を実施 区内

の消防団の教育訓練を充実 

関係防災機関 ○ 防災業務計画等について見直しを行い、必要に応じて修正 

自衛隊 ○ 災害派遣計画等の整備 

関東地方整備局 ○ 関東ブロックを管轄する防災関係機関が連携した、「関東防災連絡会」による、情

報共有・連絡体制の構築 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 消防団体制の強化 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

消防団は、震災時には消防署隊と連携し災害活動に当たるとともに、普段は地域住民

（時間） 

事前対策 事後対応 

容認レベル 

目標復旧 
時間 

通常レベル 

最低レベル 

災害発生 

最短での復旧による、被害の影響の最小

化 

継続すべき事業の確保 

（活動レベ

ル） 
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への防災指導を行うなど、地域防災の中核として重要な役割を担っている。 

こうした住民指導体制の充実を図るため、人口動態、職業構成など、区内の特性に対

応した事業所団員等、消防団員の確保策を推進し、消防団組織を強化するほか、活動の

拠点として、分団本部を整備する。 

また、消防団員が、生業において使用する資格を震災等の大規模災害時に有効に活用

できる体制（特殊技能団員、消防団協力事業所等）の整備を図るとともに、可搬ポンプ、

可搬ポンプ積載車及び簡易救助器具、防塵マスク、照明器具、携帯無線機、非常食料、

応急救護資器材等の整備・増強を図る。 

＊消防団格納庫一覧〔資料編資料第 32・P71〕 

 

② 東京消防庁・消防署の消防活動体制 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 平時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地震被害の態様に即した

各種の計画等を策定し、有事即応体制を確立する。 

○ 震災時等に重機等の特殊な車両や資器材の円滑な活用が図れるよう、平時から技術

者養成や訓練を継続して行うことで更なる災害対応力の向上に努める。 

○ 震災時に同時多発する救急事象に対応するため、整備計画に基づいて救急隊の増強

整備を図り、非常用救急車の運用を含め震災時の傷病者搬送体制を強化する。 

○ 長期間に及ぶ消防活動を間隙なく継続するため、震災時等における職員の後方支援

体制や、消防車両の整備体制の充実強化を図る。 

○ 緊急消防援助隊など全国からの応援部隊の受入れや平常時の消防隊の訓練などが可

能な総合的な防災拠点を活用し、災害対応力の強化を図る。 

 

③ 警視庁・警察署の救出救助体制 

【実施主体】警視庁・警察署 

○ 災害時に必要な装備資器材の整備及び充実強化を図り、効果的に資器材を活用した

迅速、的確、安全な救出救助活動ができるようにする。 

○ 発災時に迅速な救出救助活動が実施できるよう、警察署に平素から、機動隊等のレ

スキュー隊経験者を中心とした救出救助部隊を編成し、各種訓練を反復、継続して実

施することにより、署員の災害対処能力の向上に努める。 

○ 発災直後から緊急自動車専用路を速やかに確保するため、継続して交通規制訓練を

実施するとともに、交通規制用資器材の整備を図る。 

 

④ 自衛隊の活動体制 

【実施主体】自衛隊 

○ 東日本大震災の教訓等を踏まえ、災害派遣に関する各種計画等を修正する。 

○ 都、関係防災機関等と連携した実践的な防災訓練の実施、参加により、その連携を

強化する。  
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４ 広域連携体制の構築 

（１）他区市町村等との協力 

○ 災害時における応急対策に万全を期すため、区は、平素から他区市町村と連携を密に

し、協力体制確立に努めるものとする。 

○ 区が他の区市町村に対し応援を求め、又は応援する場合、その事務が円滑に行われる

よう、あらかじめ応援の種類、手続き等必要な事項について、一定の要件に基づき職員

を派遣できる態勢を整えておくものとする。 

○ 区と同一災害で同一被災地とならないよう、遠隔地の自治体との間で、災害時におけ

る相互援助協定の締結を行っている。 

○ 直下型地震が発生した場合を想定し、遠隔地の自治体に限らず近隣自治体とも協定締

結に向けて、必要により協議を行うものとする。 

○ 区が都を通じて他の区市町村等に対し人的応援を求め、又は応援する場合、その事務

が円滑に行われるよう、あらかじめ応援の種類、手続き等必要な事項について、一定の

要件に基づき職員を派遣できる態勢を整えておくものとする。 

○ 人的支援の受入れに係る総合調整窓口を区災対総務部に設置する。また、応援側との

連絡調整や区内部の調整等を行うため、受援調整会議を開催する。 

○ 協定締結市町村・交流自治体からの応援受入の窓口を災対区民支援部に設置する。 

○ 災対各部に受援業務担当を設置し、受援調整会議を通じた応援要請及び応援職員の受

入を円滑に実施できる体制を整備する。 

＊災害対策基本法第 67条 

＊協力協定・覚書等一覧〔資料編資料第 145・P334〕 

 

（２）都との協力 

○ 区は、平素から都と災害対策上必要な資料の交換等連絡連携を密にするとともに、災

害時には一層その連携の強化に努め、相互に協力して区内の応急対策の円滑な実施を図

るものとする。 

 

（３）民間団体等との協力 

○ 区は、災害時に万全の対策を期するため、各民間協力団体と協力協定を結び、平素か

ら連絡を密にするとともに、協力業務内容や協力方法を定め、協力団体との体制を確立

しておくものとする。 

＊協力協定・覚書等一覧〔資料編資料第 145・P334〕 

 

（４）ボランティアとの協力 

○ 区、世田谷ボランティア協会、世田谷区社会福祉協議会、NPOは、災害時におけるボラ

ンティア活動の支援について、相互に協定を締結し、協力することとする。 

＊災害時におけるボランティア活動等に関する協定書（世田谷ボランティア協会） 

〔資料編資料協定第 66・P482〕 

＊災害時における活動等に関する協定書（世田谷区社会福祉協議会） 

〔資料編資料協定第 77・P506〕 
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＊災害時における被災者支援活動に関する協定        

（世田谷ボランティア協会・世田谷区社会福祉協議会） 

〔資料編協定資料第 78・P508〕 

 

５ 応急活動拠点の整備 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 災対統括部 ○ 応急活動拠点の整備について、都に協力する 

都総務局・都関係局 

○ オープンスペースの確保・整備 

○ 大規模救出救助活動拠点等の確保・整備 

○ ヘリコプター活動拠点の確保 

○ ヘリサインの整備 

 

（２）詳細な取組み内容 

① オープンスペースの確保・整備 

【実施主体】都総務局、都関係局 

区は、都が実施する次の取組みに協力する。 

〔都が実施する取組み〕 

○ 震災時には、避難誘導、救出・救助、医療搬送、ボランティア参集、ライフラ

イン復旧などの応急対策活動を迅速かつ効率的に行うことで、人命の保護と被害

の軽減を図るとともに、震災後の都民生活の再建と都市復興を円滑に進めること

ができる。そのため、事前にこれらの活動の拠点等となる土地及び家屋の確保に

努めることを東京都震災対策条例で定めている。 

○ 都は、都内の利用可能なオープンスペースを国及び関係機関と協議の上で把握

し、具体的な使用方法等を確立する。 

○ 震災時の応急対策活動が円滑に行えるよう、活動拠点やアクセス機能の整備に

ついて、施設管理者が都及び関係市区町村の協力の下に取り組むとともに、都と

施設管理者は、発災時の使用に係るマニュアル等を作成する。 
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② ヘリコプター活動拠点の確保 

【実施主体】都総務局、都関係局、区 

区は、都が実施する次の取組みに協力する。 

〔都が実施する取組み〕 

○ 都及び区は、ヘリコプターによる援助物資や人員の緊急空輸を考慮して、予め

災害時臨時離着陸場候補地を選定し、関係機関との調整を図るものとする。 

○ 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場については、都が指定する災害拠点病

院から概ね５km 以内の陸路地点に医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場を選

定する。 

○ 都及び区は、上記以外の用途のヘリコプター離着陸場としての候補地をあらか

じめ選定し、災害時には、この候補地の中から必要に応じて使用するための措置

を国や関係機関と連携して行う。 

＊災害時臨時離着陸場候補地一覧〔資料編資料第 30・P69〕 

 

③ 大規模救出救助活動拠点等の確保・整備 

【実施主体】都総務局、都関係局 

区は、都が実施する次の取組みに協力する。 

〔都が実施する取組み〕 

○ 都は、自衛隊、広域緊急援助隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他の広

域支援・救助部隊等のベースキャンプとして活用するオープンスペースを国や区

市町村及び関係機関と協議の上、あらかじめ確保することとしている。 

○ 区内においては、令和元年度現在、以下のとおり都が指定・告示している。 

○ 救出及び救助の活動拠点 

•  救出・救助部隊の活動拠点 

都立駒沢オリンピック公園、都立砧公園、世田谷清掃工場、千歳清掃工場 

•  ライフライン復旧活動拠点 

世田谷清掃工場、千歳清掃工場 

 

④ ヘリサインの整備 

【実施主体】都関係局、区 

区は、都が実施する次の取組みに協力する。 

〔都が実施する取組み〕 

○ 震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊

や都本部と連携し、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行うため、

ヘリサインは、応援航空部隊の道しるべとして、また、災害対策上重要な施設を

上空から即時に特定する上で、重要な役割を果たす。区では、区内小中学校 38箇

所（平成３１年４月現在）に整備している。 

 



第５章 応急対応力、広域連携体制の強化 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

210 

第
５
章 応

急
対
応
力
、
広
域
連
携
体
制
の

強
化 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第２ 応急対策 

１ 初動態勢 ３ 応援協力・派遣要請 

２ 消火・救助・救急活動 ４ 応急活動拠点の調整 

 

１ 初動態勢 

（１）区の活動体制 

区本部における事務分掌は、第２部１章のとおり。 

 

〔世田谷区災害対策本部組織図〕 

本部派遣員 

①指定公共機関 

②警視庁・警察署 

③東京消防庁・消防署 

          本部長室                             

                                    

    本部長 

（区長） 

    
防災会議 

            

                                     

    副本部長 

（副区長及び教育長） 

                  

                      

                                                                

                                                 

                 本部連絡調整員                  
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＊世田谷区災害対策本部条例施行規則〔資料編資料第 34・P74〕 

 

  



第５章 応急対応力、広域連携体制の強化 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 211 

第
５
章 応

急
対
応
力
、
広
域
連
携
体
制
の

強
化 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
５
章 応

急
対
応
力
、
広
域
連
携
体
制
の

強
化 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

① 区本部の設置等 

【実施主体】区災対統括部、区災対総務部 

ア 区本部の設置 

○ 区長は、区の地域において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

に区本部を設置する。 

○ 危機管理部長は、区本部の本部員から区本部設置の要請があった場合、その他区

本部を設置する必要があると認めるときは区本部の本部員を招集して協議の上、区

本部の設置を区長に申請する。 

○ 緊急の場合、危機管理部長の判断により、区長に区本部の設置を申請する。 

○ 区長と連絡がとれないときは、「世田谷区災害対策本部条例施行規則」第 4条に定

める本部長の職務代理者により、区本部を設置できるものとする。 

○ 区は、夜間休日等の勤務時間外の地震発生に備え、情報連絡体制を確保する。 

○ 新型コロナウイルス等感染症について拡大防止を図るため、必要に応じ、災害対

策本部の設置及び運営にあたり、災害対策本部設置場所の座席配置の工夫や換気の

徹底、手洗い、咳エチケット、マスク着用の徹底、共同で使用する物品・機器等の消

毒の徹底に努める。 

 また、電話やＴＶ会議システム等の活用を図る。 

＊世田谷区災害対策本部条例〔資料編資料第 33・P73〕 

＊世田谷区災害対策本部条例施行規則〔資料編資料第 34・P74〕 

 

イ 区本部の設置基準 

○ 「災害対策基本法第 23条の２第１項」に基づき、区長が次の基準に達したときに

設置する。 

○ 大規模な地震、火災、爆発その他重大な災害が発生し、総合的な応急対策を必要

とするとき。 

○ 暴風雨、大雨、浸水、洪水等による災害の発生のおそれがあり区本部の設置が必

要と認められるとき。 

 

ウ 区本部設置の通知 

○ 本部長は、区本部が設置されたときは、次に掲げる者のうち都知事、各部長につ

いては必ず、その他の者については必要と認めた者に対して、直ちにその旨を通知

する。 

（ア）都知事 

（イ）各部長 

（ウ）区内防災機関 

（エ）隣接区市長 

 

エ 区本部の標示の掲出 

○ 区本部設置後は、「世田谷区災害対策本部」の標示を掲出する。 
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オ 区本部の廃止等 

○ 本部長は、区の地域において災害の発生するおそれが解消したとき、又は災害応

急対策がおおむね完了したと認めたときは区本部を廃止する。 

○ 区本部が廃止された場合において、引き続き災害応急対策を実施する必要がある

ときは所管事業を関係部長に引き継ぐものとする。 

 

② 区本部等の配備態勢計画 

【実施主体】区災対統括部 

ア 情報連絡態勢 

○ 危機管理部長は、各本部員からの要請又は自らの判断により災害に関する情報を

収集する必要があると認めたときは、災対各部に情報連絡態勢の職員配備を指令す

る。 

 

イ 区本部の配備態勢 

○ 本部長は、区本部の活動に必要な職員を配置し、配置された職員は災害対策業務

に従事する。 

○ 本部長は、災害の発生、又はそのおそれがある場合には、下記の基準により災害

の状況に応じて、非常配備態勢への移行を指令する。 

 

災
害 

区内震度 ４   ５弱以上  

水害 

発生若しく

はおそれが

あるとき 

   

情
報
連
絡
態
勢 

災害対策課・広報広聴課職員 ○ ○ ○  

・災害対策課、各総合支所地域振興課（調整

係、地域振興・防災係等）、広報広聴課、総

務課、職員厚生課職員全員 

・上記以外の全所属係長級以上の職員 

 ○ ○  

非
常
配
備
態
勢 

・上記以外の全職員 

※区内で震度５弱・強の地震が発生した

場合、保育園職員及び清掃事務所勤務

職員は、指定する職員のみ参集する。 

  ○  

そ
の
他 

別途指令する     

＊世田谷区災害対策本部運営要綱〔資料編資料第 35・P85〕 

 

ウ 震災時初動期職員行動マニュアル 

世田谷区では「震災時職員行動マニュアル」を各部で整備している。 

（ア）マニュアルの構成 
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Ａ 総論 

Ｂ 時系列での行動目標 

Ｃ 地震発生、参集までの行動 

Ｄ 参集から態勢が整うまでの行動 

Ｅ 区災対各部における応急対応行動 

 

（イ）平常時の備え 

Ａ 災害時区民行動マニュアルに従い、職員は区民として平常時の備えをしておく。 

Ｂ 時間外発災時には、職員体制が整うまでの間、参集した少人数の職員が様々な課

題や作業に対応することが求められる。各人がそのような立場に置かれたことをイ

メージするためにもマニュアルを平常時から熟読し、いざという時に備えるように

する。 

Ｃ 本マニュアルに沿った訓練や研修等を通して、実践的な対応能力の向上を図ると

ともにマニュアルの改定を適宜行うようにする。 

 

（ウ）部の職員体制が整うまでの初期段階においてはＩＣＳの考え方とする。 

 

③ 災害等の警戒勤務態勢 

【実施主体】区災対統括部 

ア 管理職等による警戒待機勤務 

自然災害等にいち早く対応し、被害の発生や拡大を未然に防止するため、管理職等に

よる夜間及び土曜日・日曜日・休日における警戒待機勤務を実施する。 

勤務場所 区役所本庁舎内 

勤務者 管理職員等 

基本的な職務内容 
（ア）地震災害発生時の初動対応（災害対策本部要員として従事） 

（イ）（ア）に準ずる災害及び危機事態に対する初動対応 

＊世田谷区災害等に対する職員の警戒待機に関する規程〔資料編資料第 36・P89〕 

 

イ 災害対策職員住宅 

区危機管理部災害対策課兼務の災害対策職員住宅入居職員が、平常時は輪番制で待機

するとともに、災害時は連絡態勢が整うまでの間の連絡業務や、初動期の情報収集その

他の応急対策活動に従事するものとする。  
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④ 職員の服務 

【実施主体】区災対総務部 

職員は、区本部が設置された場合は、次の事項を遵守しなければならない。 

ア 災害に関する情報に留意し、区本部の指示に従うこと。 

イ 不急の行事、会議、出張等を中止すること。 

ウ 正規の勤務時間が終了しても、原則として上司の指示があるまでは退庁しないこと。 

エ 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡

を取ること。 

オ 非常配備態勢が発令されたときは、あらかじめ指定された参集場所に速やかに参集

すること。 

 

⑤ 区本部従事者等の給食 

【実施主体】区災対総務部 

区本部従事者等の給食については、３日分を目安に備蓄を図る。また、協定を締結し

た民間協力団体からの給食の供給を受けるなど、従事者等に対する継続的な給食態勢の

整備を図る。 

 

⑥ 職員の災害補償 

【実施主体】区災対総務部 

災害対策業務に従事した職員の災害に対する補償は、「地方公務員災害補償法」等、関

係法令の定めるところにより実施する。 

 

⑦ 区本部の財務等 

【実施主体】区災対財政・広報部、区災対物資管理部 

○ 災害時の応急復旧事業に係る財政需要の見込み額の速やかな把握と財源対策につい

て、事前に算定報告方法等を検討する。 

○ 災害時に必要な資金を確保するために、出納事務に執行する体制を整える。なお、

「災害時における世田谷区会計事務取扱要領」に基づく。 
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２ 消火・救助・救急活動 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

○ 都、他の区市町村及び指定地方行政機関等並びに区域内の公共的団体及び

区民等の協力を得て、災害応急対策の実施に努める。 

○ 必要があるときは区本部を設置し、直ちに、知事にその旨を報告するとと

もに、関係機関に通報する。 

○ 区の地域に災害救助法が適用されたときは、本部長は、知事の指揮を受け

て、法に基づく救助事務を補助する。 

○ 夜間休日等の勤務時間外の地震発生に備え、情報連絡体制を確保する。 

防災区民組織、

区民等 

○ 自らの身の安全を図るとともに、自助、共助の精神に基づき、発災初期に

おける初期消火、救出救助、応急救護活動等を実施する。 

○ 詳細は、第２部「第２章 区民と地域の防災力向上」のとおり。 

東京消防庁・消

防署・消防団 

○ 災害の規模等に応じ、所定の計画に基づき部隊を運用する。 

○ 限られた消防力を最大限に活用し、消火活動を実施する。 

○ 特別救助隊及び救急隊が連携し、組織的な人命救助・救急活動を行う。 

○ 警視庁、自衛隊、東京 DMAT、消防団、防災区民組織等と連携協力し、消火・

救助・救急の万全を期する。 

○ 所定の計画に基づき、多様な手段を活用して、災害情報の収集伝達、関係

防災機関との情報交換等を行う。 

警視庁・警察署 

○ 救出救助活動は、生存者の救出を最優先に行う。 

○ 救出した負傷者は、速やかに医療救護所等に引き継ぐ。 

○ 救出救助活動に当たっては、重機類等装備資器材等を有効に活用する。 

○ 救出救助活動を速やかに行うため、第一次交通規制及び第二次交通規制を

実施する。 

○ 東京消防庁・消防署、自衛隊、防災区民組織等と連携協力し、救出救助に

万全を期する。 

自衛隊 

○ 知事からの派遣要請等に基づき、部隊を派遣する。主な活動は下記のとおり。 

•  被害状況の把握 

•  避難の援助 

•  避難者等の捜索援助 

•  人員及び物資の緊急搬送 

•  応急医療、救護及び防疫 など 

都本部 
○ 救出･救助活動並びに応急対策に関し、総合防災部・自衛隊・警視庁・東京消防庁・海上

保安庁を構成員とする救出・救助統括室を開催し、調整を図る。 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 区の活動態勢 

【実施主体】区 

○ 区は、発災後、関係機関、職員、区民等からの被害状況・救出・救助に関する情報を

集約し、関係機関と情報を共有する。 
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○ 区は、防災関係機関及び区民等からの協働の下、救出・救助活動を支援する。 

○ 本部長は、区の救出能力を超えると判断した時は、都知事を通じ、自衛隊の派遣を

要請する。緊急を要し、都知事を経由するいとまがない場合は、直接自衛隊に対して

通報し、事後速やかにこれを都知事に通知する。 

 

② 区民等の活動態勢 

【実施主体】防災区民組織、区民等 

○ 震災時においては、広域的又は局所的に救助・救急事象の多発が予想されることか

ら、以下の行動を行う。 

ア 救出活動技術の普及・啓発 

イ 応急救護知識及び技術の向上 

ウ 消防団の救出・救護活動能力の向上 

エ 要配慮者に対する救護活動能力の向上 

○ 社会福祉施設やボランティア組織が区と連携する。 

○ 在宅で人工呼吸器を使用する方を対象として、区の保健師等関係者の連携により災

害時個別支援計画の作成を推進する。 

 

③ 東京消防庁・消防署の活動態勢 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

ア 消防活動体制 

（ア）震災署隊本部の設置 

消防署には、災害活動組織として署隊本部を常設し、常時震災に即応できる体制を

確保している。発災時には、これら機能を強化し震災消防活動体制の中枢とする。 

（イ）配備動員態勢 

種別 内容 

震災配備態勢 

区内震度５弱の地震が発生した場合、又は地震が発生し、当該

地震による被害状況等により警防本部長が必要と認めたとき

は、所要の人員を確保する。 

震災非常配備態

勢 

区内震度５強以上の地震が発生した場合、又は地震が発生し、

警防本部長が必要と認めた場合は、全職員及び全団員を確保す

る。 

非常招集 
震災非常配備態勢が発令されたときは、全消防職員及び全消

防団員は、招集計画に基づき、直ちに所定の場所に参集する。 

 

イ 震災消防活動 

（ア）活動の方針 

○ 火災が多発したときは、全消防力をあげて消火活動を行う。 

○ 震災消防活動体制を早期に確立し、消火活動と並行して救助・救急活動等、人

命の安全確保を最優先とした活動を行う。 
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○ 延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主力に活動する。 

（イ）部隊の運用等 

○ 地震に伴う火災・救助・救急等の災害発生件数・規模等により、所定の計画に

基づき部隊運用及び現場活動を行う。 

○ 地震被害予測システム及び延焼シミュレーション等を活用した震災消防活動支

援システムによる効率的な部隊運用を図る。 

（ウ）情報収集 

○ 方面隊本部、署隊本部は、所定の計画に基づき地震被害予測システムの結果、

119番通報、高所見張情報、情報活動隊及び参集職(団)員情報による早期災害情報

システム等を活用した情報、災害時支援ボランティア情報など積極的な災害情報

収集を行う。 

○ 防災関係機関へ職員を派遣し、相互に知り得た災害の情報交換を行う。 

 

ウ 消火活動 

（ア）防火水槽をはじめ、あらゆる水源を活用するとともに、現有の消防部隊及び消防装

備を最大限に活用して、火災の早期発見及び一挙鎮圧を図る。 

（イ）延焼火災が拡大又は合流し、大規模に延焼拡大した場合は、人命の安全確保を優先

し、延焼阻止線活動や避難場所・避難道路の防護活動を行う。 

（ウ）道路閉鎖、がれき等により消火活動が困難な地域では、消防団、防災市民組織等と

連携し、可搬ポンプ等を活用して消火活動を実施する。 

 

エ 救助・救急活動 

（ア）救助・救急活動は、特別救助隊及び救急隊が連携し、救助・救急資器材を活用して

組織的な人命救助・救急活動を行う。 

（イ）救助・救急活動に必要な重機等に不足を生じた場合は、関係事業所との協定等に基

づく迅速な調達を図り、実効性のある活動を行う。 

（ウ）救助・救急活動に当たっては、医療救護所が開設されるまでの間、消防署に仮救護

所を設置するとともに、救助・救急現場に現場救護所を設置し、医療関係機関、消防

団員、東京消防庁災害時支援ボランティア等と連携し、救急資器材等を有効に活用し

て傷病者の救護に当たる。 

（エ）傷病者の搬送は、救急救命士等のトリアージに基づき、緊急度の高い傷病者を最優

先とし、救急車を活用して、医療機関へ迅速に搬送する。 

（オ）警視庁、自衛隊、東京 DMAT、自主防災組織等と連携し、救助・救急の万全を期する。 

 

④ 消防団の活動態勢 

消防団は、地域に密着した防災機関として、分団受け持ち区域内の区民に対して出火防

止、初期消火、救出・救護等の指導を実施する一方、火災その他の災害に対しては現有装

備を活用した消防活動にあたる。 
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事項 内容 

出火防止 
発災と同時に付近の区民に対して出火防止と初期消火を呼びか

ける。 

情報収集活動 
災害の初期対応を行うとともに、携帯無線機を活用し、消防活動

上必要な情報や被災状況の情報収集・伝達を行う。 

消火活動 

同時多発火災の拡大防止を図るため、消防隊との連携を強化する

とともに、分団受け持ち区域内の建物火災等の消火活動あるいは避

難道路防護活動を消防団独自に、若しくは消防署隊と協力して行

う。 

消防署隊への応援 
所轄消防署（所）の消防署隊応援要員として消火活動等の応援を

するとともに、道路障害の排除等の活動を行う。 

救出・救護 
簡易救助器具を活用し、区民と一体となった救出活動を行うとと

もに、負傷者に対する応急処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

避難場所の防護等 

避難命令、避難勧告等が出された場合は、これを地域住民に伝達

するとともに関係機関と連絡をとりながら、避難者の安全確保と避

難場所の防護活動を行う。 

 

⑤ 警察機関の活動態勢 

【実施主体】警視庁・警察署 

ア 活動態勢 

（ア）大地震発生とともに救出救助部隊を編成する。 

○ 警備要員は、震度６弱以上の地震が発生した場合には、自所属に参集する。 

○ 東京都に震度５強の地震が発生した場合は、当務員以外の指定警備要員は自所属

に参集し、警備本部の設置、関係防災機関との連絡調整等に当たる。 

○ 各警察署は、災害事務の処理に必要な最小限の要員を除いて部隊を編成し、被害

実態の把握、交通規制、救出救助、避難誘導等の措置をとる。 

（イ）被災地域が広範囲、被災規模が大きい、要救助者の数が多い場合は、機動隊、警察

災害派遣隊等の応援部隊を要請する。 

 

イ 活動計画 

（ア）被害実態の把握と分析 

○ 交番、駐在所、交通配置員、関係防災機関、地域住民等の情報から、早期に被災実

態を把握し分析するとともに関係機関へ報告（連絡）する。 

○ 建物倒壊、火災等により発生する被害の拡大防止のため、次の警備活動等を行う。 

•  被害実態の把握及び各種情報の収集 

•  交通規制 

•  被災者の救出救助及び避難誘導 

•  行方不明者の捜索及び調査 

•  遺体の調査等及び検視 
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•  公共の安全と秩序の維持 

○ 震災が発生した場合、総力を挙げて、被災地における治安維持に万全を期するた

め、必要な装備資器材の整備を図る。 

（イ）救出救助活動 

○ 被災の規模、火災の延焼、危険物の漏出、要救助者の数、二次災害の危険性等か

ら、緊急に救出活動を要する被災現場を優先に救出救助活動にあたる。 

○ 救出救助活動は、生存者の救出を最重点に部隊を投入する。 

○ 救出救助活動に当たっては、災害資器材を有効に活用するものとするが、重機資

器材などの不足資器材については、区又は民間業者に対して要請する。 

（ウ）負傷者の引継ぎ 

○ 救出した負傷者について、軽傷者は現場医療救護所等へ、重傷者は病院等の医療

機関に引き継ぐ。 

○ なお、重傷者の搬送は、原則として救急車を要請する。 

 

⑥ 防災機関の活動体制 

【実施主体】指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関 

○ 地震による災害が発生した場合、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公

共機関は、所管に係る災害応急対策を実施するとともに、区及び都が実施する応急対

策が円滑に行われるよう、その業務について協力する。 

○ 指定地方行政機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備するとともに、

災害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 
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３ 応援協力・派遣要請 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
○ 都、特別区、災害時相互援助自治体、協定締結団体、防災関係機関との相

互協力 

 

◎災対統括部 

○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、区長が応急措置

を実施するため必要があると認めた場合、知事に対して自衛隊派遣を要請 

○ 要請するいとまがない場合は、直接自衛隊の部隊へ通報し、知事に通知 

◎災対総務部 

○ 人的支援の受入れに係る総合調整窓口を設置 

○ 災害対応の人員不足が見込まれる場合、災対各部の応援ニーズを情報収集

し、都本部へ人的応援を要請 

◎災対区民支

援部 

○ 協定締結市町村・交流自治体からの応援受入の窓口を設置 

○ 災害対応の人員不足が見込まれる場合、災対各部の応援ニーズを情報収集

し、災害時相互援助自治体及び交流自治体へ応援を要請 

災対各部 

○ 受援業務担当を設置し、受援調整会議を通じた応援要請及び応援職員の受

入を円滑に実施できる体制を整備 

○ 専門性を必要とする災害対応の人員不足が見込まれる場合、都、特別区、

災害時相互援助自治体、協定締結団体、防災関係機関等の関係部局へ応援を

要請 

防災機関 

○ 知事に応援又は応援のあっせんを求める。 

○ 防災機関相互の応援協力について実施 

○ 災害派遣の対象となる事態が発生し、自衛隊の災害派遣を依頼しようとす

る時は、知事に対して依頼 

○ いとまがない場合は、直接部隊へ通報し、速やかに所定の手続を行う。 

都本部 

○ 他の区市町村に対し応援すべきことを指示し、又は防災機関の応援をあっせんする。 

○ 他の地方公共団体・九都県市・全国知事会との応援協力について実施 

○ 地震により災害が発生し人命若しくは財産の保護のために必要があると認めた場合、

又は区市町村から災害派遣要請の要求があった場合は、自衛隊に対して災害派遣を要請 

自衛隊 
○ 部隊を派遣した場合は、知事に派遣部隊の指揮官の官職・氏名その他必要事項を通知 

（派遣部隊の派遣要請・活動内容は、P229以降参照） 
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（２）業務手順 

〔応援協力・派遣要請のフロー〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区 

① 区と区内防災機関等との協力 

○ 区は、災害応急対策活動を円滑に実施するため、日頃から情報共有し、協力態勢の

確立を図るものとする。 

○ 災害時における指定公共機関等に対する経費負担については、各計画に定めるもの

のほか、相互に協議して定めることとする。 

 

② 都との協力 

ア 都との協力 

○ 本部長は、災害の状況に応じて、都あるいは自衛隊等の応援を求めることが必要で

あると判断した場合には、必要に応じ、「イ 応急措置等の要請要領」の定める手続に

より、都知事に協力を要請するものとする。 

○ 区は、「災害救助法」に基づく救助をはじめ、区の区域内で行われる都の応急対策に

ついて積極的に協力するものとする。 

○ 区は、都知事より他の区市町村又は指定行政機関等に協力することを依頼されたと

きは、自らの応急措置に支障がない範囲で可能な限り協力するものとする。 

 

イ 応急措置等の要請要領 

○ 本部長は、都に対し、他区市町村、指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関

又は特定公共機関の応援又は応援のあっせんを求める場合には、都本部に対し、次に

掲げる事項についてまず口頭または電話等をもって要請し、後日文書により改めて処

理する。 

災害時相互支援自治体・ 

交流自治体 

世田谷区 

防災機関 

九都県市・ 

全国知事会・ 

区市町村 

相互応援の実施 

相互応援の実施 

応援調整 

応援要請 

応援指示 

自衛隊 派遣要請 

派遣通報 

東京都 

応援調整 

応援要請 応援要請 

応援のあっせん 

応援要請 
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○ 都への応援要請又は応急措置の実施の要請 

（ア）災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっせんを求める場合はその

理由） 

（イ）応援を希望する機関名 

（ウ）応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

（エ）応援を必要とする場所、期間 

（オ）応援を必要とする活動内容 

（カ）その他必要な事項 

＊災害対策基本法第 30条・第 68条 次の事項については、各節参照のこと 

（ア）「災害救助法」の適用申請：第２部第 12章第５節第２「９ 災害救助法等の適用」

を参照 

（イ）自衛隊の災害派遣要請のあっせんを求める場合：本節⑤を参照 

（ウ）民間団体への協力依頼を求める場合：本節④を参照 

（エ）他区市町村等の職員の派遣のあっせんを求める場合：本節③を参照 

（オ）放送各社への放送依頼のあっせんを求める場合：第２部第６章第５節第２「３ 広

報体制」を参照 

 

③ 他自治体への人的応援要請・受入 

【実施主体】災対総務部、災対区民支援部、災対各部 

ア 都本部及びカウンターパート団体への要請 

○ 区は、区の人員のみでは十分な災害対応が困難と見込まれる場合、速やかに都本部

（人員調整部門）に対し、応援要請を行う。 

○ 応援要請を受けた都は、庁内各局及び都内の非被災区市町村と応援に向けた調整を

進めるとともに、広域応援協定団体への応援要請を行う。 

○ 応援要請の実施は、応援要請の内容を可能な限り明確にし、都本部（人員調整部門）

に対し、応援要請を行う。 

＜要請の内容＞ 

（ア）要請人数   （イ）期間 

（ウ）集合場所   （エ）活動内容 

（オ）活動場所   （カ）応援職員に求める要件（職種、資格、経験） 

（キ）必要な資機材等 

＊応援要請シート〔資料編資料第 37・P●●〕 

＊応援職員等名簿〔資料編資料第 38・P●●〕 

＊受援状況報告書〔資料編資料第 39・P●●〕 

○ ただし、大規模災害などで被害状況の把握ができず、具体的な要請内容の記載が困

難な場合は、速やかに包括的な応援要請を行う。 

○ 広域応援協定団体において被災区自治体の支援を担当するカウンターパート団体が

決定した場合、都本部（国・他県市等広域調整部門）から決定通知がある。 

 区は、カウンターパート団体決定後の応援職員に関する具体的な調整は、都本部（人
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員調整部門）と同様の手順により、カウンターパート団体と直接実施する。 

 

イ 協定自治体・交流自治体への要請 

相互応援協定を締結している区市町村に対しては、それぞれ協定に定める方法による。 

＊災害対策基本法第 29条、第 67条 

＊地方自治法第 252条の 17 

 

ウ 専門性が必要な業務に関する応援要請 

被災建物の応急危険度判定や応急救護・医療等に携わる応援職員については、専門性

を必要とする区の関係部署（都市整備政策部、世田谷保健所等）において都等への応援

要請及び調整を行い、専門性に応じて必要とされる業務に配属する。 

 

エ 応援受入の流れ 

○ 災対総務部職員班は、受援調整会議を開催する。受援調整会議では、応援要請・調

整結果の共有、各部の応援ニーズと外部からの応援職員とのマッチング等を調整する

ものとする。 

○ 応援職員の受入は、都本部及びカウンターパート団体を通じた応援、協定自治体・

交流自治体からの応援は、原則、災対総務部にて受入れを行い、応援を要する災対各

部へ配置する。 

 

オ 経費負担 

他の区市町村等から派遣された職員に対する給与及び経費の負担方法については、所

定の方法により区が負担する。 

＊災害対策基本法第 32条 

＊災害対策基本法施行令第 18条 

＊世田谷区職員の給与に関する条例第 22条の 2 

＊世田谷区災害派遣手当に関する規則 

 

④ 民間団体との応援協力 

区は、民間団体等との協定に基づき、各部長から災害応急活動に必要な業務や施設利用

について要請する。協定先及び要請者については、資料編に記載のとおりである。 

＊協力協定・覚書等一覧〔資料編資料第 145・P334〕 

 

⑤ 区による自衛隊への災害派遣要請 

【実施主体】区災対統括部 

ア 派遣の要請 

○ 区長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、人命又は財産保護のため、

自衛隊派遣の必要があると認めた場合には、都知事に対し自衛隊派遣を要請するも

のとする。 
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○ なお、自衛隊の災害派遣は、災害の様相等から次の 3つの派遣形態をとる。 

＜自衛隊による災害派遣の形態＞ 

（ア）都知事の派遣要請に基づく派遣 

（イ）区長の派遣要請に基づく派遣 

※ 自衛隊の災害派遣は都知事からの派遣要請に基づくことが原則であるが、

災害に際し、通信の途絶等により部隊等が都知事と連絡が不能な場合は、

区長からの災害に関する通報が自主派遣の判断材料とされる。 

（ウ）自衛隊の自主的判断による派遣 

自衛隊の災害派遣は都知事からの派遣要請に基づくことが原則であるが、下

記のような場合等には、自衛隊の自主的判断により派遣されることがある。 

Ａ 災害に際し、その事態に照らし、特に緊急を要し、都知事からの派遣要

請を待ついとまがないと認めて、自衛隊が自主的に派遣する場合 

Ｂ 庁舎・営舎、その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に、災害が発生し

たことにより、自衛隊が自主的に派遣する場合 

 

イ 派遣要請の方法 

○ 大規模の災害が発生し、区長が自衛隊派遣の要請をしようとするときは、次に掲

げる事項を明らかにし、口頭、電話又は防災行政無線等により都知事（都本部を経

由）に要請し、後日速やかに所定の手続をとるものとする。 

○ ただし、都知事に対して派遣の要請をするいとまがないとき、又は通信の途絶等

により都知事に対して派遣の要請ができないときは、直接自衛隊に派遣の要請をす

るものとし、速やかに都知事にその旨を通知するものとする。 

＜要請の内容＞ 

（ア）災害の状況及び派遣を要請する理由 

（イ）派遣を希望する期間 

※ 災害時の混乱した状況下で都知事が派遣要請する際においては、その時

点において知り得た情報から判断し得る程度を示すことで足りる。 

（ウ）派遣を希望する区域及び活動内容 

（エ）その他参考となる事項 

※ 都知事が災害派遣を要請する際に派遣を希望する人員、船舶、航空機等

の概数を明らかにできる場合は、その他参考となるべき事項の一つとして

当該事項を示す。 

緊急の場合の連絡先 

部隊等名 

（駐屯地名） 

連絡責任者及び電話番号 

時間内 時間外 

陸上自衛隊 

第１普通科連隊 

（練馬） 

第３科長又は運用訓練幹部 

代表:3933‐1161 

内線（2503、2531）FAX（2534） 

部隊当直司令 

代表:3933‐1161 

内線（2505） 
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【実施主体】自衛隊 

ウ 災害派遣部隊の活動範囲及び活動内容 

（ア）災害派遣部隊の行う救援活動の目的 

○ 災害派遣部隊は、危険な状態にある多数の人命を救助し、被災者を混乱から回復

し勇気づけるとともに、関係機関の機能を早期に回復してその救援復旧活動の端緒

を開き、国民の生命及び財産の保護に寄与することを目的として、人命救助を最優

先とした各種救援活動を行う。 

（イ）救援活動全般の方針 

○ 陸上自衛隊第１普通科連隊（練馬）は、発震に際し速やかに東京都 23区に対する

即時救援活動を実施する。 

○ その後、引き続き応急救援活動を行い、状況の推移に応じ所要の部隊の増援を受

け、被災地域の応急復旧及び民生支援を主体とする組織的救援活動に移行する。 

○ この際、道路の応急啓開・港湾及び埠頭の応急復旧・関係機関に対する支援を、

対処可能な部隊（支援・増援部隊を含む。）をもって継続的に実施する。 

（ウ）平時・非常事態宣言発令時及び発震時の連絡調整 

○ 陸上自衛隊第１普通科連隊（練馬）が担当する。発震後、状況により上級部隊（師

団、方面総監部等）が一元的に実施することがある。 

○ 非常事態宣言発令時又は発震後、直ちに連隊から連絡班（２～３名）を区役所（区

本部）に派遣し、所要の連絡調整及び情報収集に当たらせる。また、偵察班（状況に

応ずる編成）を派遣し、所要の情報収集を行う。 

（エ）各種救援活動の基準及び内容 

（国及び都との調整に基づき、活動の内容・地域・程度は異なる。） 

Ａ 即時救援活動 

緊急の状態にある人命の救助を重視し、次の基準により実施する。 

ａ 救出・救援 

○ 倒壊家屋、崖崩れ等からの救出 

○ 火災現場からの救出（能力の範囲内） 

○ 交通（鉄道・高速道路等）途上の被災者の救出 

○ 倒壊家屋・落下物等による負傷者に対する応急救護 

ｂ 避難の援助 

○ 火災・有毒ガスの発生、堤防の決壊、余震等に関する情報の収集・伝達 

○ 避難者の誘導及び輸送 

○ 避難路の啓開 

Ｂ 応急救援活動 

即時救援に引続き、放置すれば生命に危険が及ぶ状態にある孤立者・傷病者に対

する救出・救護を重視し、次の基準により実施する。 

ａ 人命救助 

○ 倒壊家屋、地下街、水没地域等に取り残された孤立者の救出 

○ 災害による行方不明者の捜索・救出 
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○ 緊急患者・医師・救援物資等の輸送 

○ 消火活動又はその支援 

ｂ 二次災害の防止（火災・爆発等の再発、浸水地域の拡大、余震等による死傷者

の発生防止） 

○ 決壊した堤防の締切、土のうの作成・運搬・積込み等の水防活動 

○ 火薬類・爆発物等の危険物の保安措置及び除去（半壊建物の倒壊作業を含

む。） 

○ 流出油のせき止め 

ｃ 民生支援（主として避難地域に集合した被災者を対象に、関係機関の準備する

補給品・資材によることを原則として行う支援活動） 

○ 給水及び配水 

○ 炊飯及び給食 

○ 避難者の輸送 

○ 救援物資の輸送・配分 

 

Ｃ 組織的救援活動 

被災者に対して必要最小限の生活環境を整備し、混乱からの回復を図るとともに

復旧活動への意欲を振起させることを重視し、次の基準により実施する。 

ａ 民生支援 

○ 給水・配水及び入浴 

○ 炊飯及び給食 

○ 救援物資の輸送・配分 

○ 被災者等の輸送 

○ 防疫活動 

○ その他 

ｂ 復旧支援 

○ 倒壊・焼失・浸水・埋没地域の整理 

○ 建築資器（機）材・応急施設資器材等の輸送 

○ 道路又は水路の啓開、応急橋りょうの設置 

ｃ 災害による行方不明者の捜索 

ｄ その他 

○ 関係機関の行う遺体収容作業の支援等 

Ｄ 地震発生後、派遣の終始を通じて行う救援活動 

ａ 道路の応急啓開・港湾及び埠頭の応急復旧 

災害発生の範囲・程度特に人口密集地域における被災状況と、道路被害状況等

を勘案し、即時救援活動又は応急救援活動、あるいは組織的救援活動の段階から、

救援道路及び幹線道路の応急啓開及び港湾・埠頭の応急復旧を行い、迅速かつ大

規模な救援活動の基盤を確立する。 

ｂ 関係機関等に対する支援 

地震発生直後から、関係機関の機能の早期回復及び組織的・効率的な救援活動
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のため、次の要望を主体として継続的な支援を行う。 

○ 被災状況等の情報収集・提供及び伝達 

○ 通信及び連絡手段の確保（通信支援） 

○ 災害対策関係者の空輸・偵察等 

○ 関係機関の機能回復のための諸作業 

ｃ 救援物資の無償貸与又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭和 33 年総

理府令第１号）に基づき、救援物資を無償貸与又は譲与する。 

 

エ 災害派遣部隊の受け入れ態勢 

自衛隊の災害派遣が決定又は実施された場合、次の事項に留意して派遣部隊の活動が

十分に行えるように、受け入れに万全を期する。 

（ア）連絡調整のために早期に派遣される連絡班（２～３名）を区役所（区本部）に受入

れ、被災状況に関する情報交換を行うとともに、救援活動の実施要領・作業計画・派

遣部隊の進入経路・活動拠点・宿泊場所等について直ちに必要な調整を行う。 

（イ）派遣を要請した場合、応援を求める作業（救援活動内容）について速やかに作業計

画を調整・策定するとともに、必要な資器材の確保に努め、派遣部隊到着後、速やか

に作業が開始できるように準備する。 

（ウ）区の連絡責任者（連絡員）を、派遣部隊が救援活動を行う現地へ派遣し、派遣部隊

の指揮官と所要の調整を行う。併せて、派遣部隊の活動に対し、周辺住民の積極的な

協力を求める。 

（エ）災害派遣部隊の宿泊等 

○ 派遣部隊の宿泊施設及び野営施設（地域）並びに車両（重車両を含む。）の保管

場所を確保する。 

○ この際、国及び都の施策に基づき、被災の状況により調整し、区立小中学校及

び公園等の公共施設を利用する。区立小中学校を利用する場合、学校教育に支障

のないように留意し、使用条件は救護活動に必要な条件に基づき、区本部と教育

委員会との調整による。 

 

オ 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として派遣を受けた当区が負担

するものとし、２以上の自治体にわたって活動した場合の負担割合は、関係機関が協議

して定める。 

（ア）派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等の購入

費、借上料、及び修繕費 

（イ）派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

（ウ）派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費・電話料等 

（エ）派遣部隊の救援活動の実施に際し生じた（自衛隊装備品を除く。）損害の補償 

（オ）その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と派遣

を受けた当区とで協議するものとする。 
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カ 派遣部隊の撤収要請 

区長は、自衛隊の災害派遣の目的を達したとき、又はその必要がなくなった場合、派

遣部隊の撤収を要請するものとする。 

 

⑥ 応援の受入れに係る新型コロナウイルス等感染症に係る留意事項について 

区は、新型コロナウイルス等感染症の感染拡大期等、応援の受入れにあたり特に留意が

必要な場合には、次の感染症の拡大防止を図るための措置について留意する。 

ア 応援要員を含む職員が活動する場所において、十分な換気に努め、手洗い、咳エチ

ケット、マスク着用の徹底、共同で使用する物品・機器等の消毒の徹底に努める。 

イ 遠隔地においても処理が可能となる業務等の可能性のほか、地元事業者等への業務

委託等についても検討する。 

ウ 応援要請にあたっては、区内の感染者発生状況等の情報について、応援側地方公共

団体及び関係機関に提供する。また、受援開始後の情報についても、災害対応に従事

する職員等に係る状況を含め、同様に応援側地方公共団体及び関係機関に提供する。 

エ 新型コロナウイルス等感染症への感染が疑われる応援要員が生じた場合は、保健所

及び応援側地方公共団体及び関係機関への連絡し、必要な対応の調整を行う。 

 

４ 応急活動拠点の調整 

区は、都のオープンスペースや航空機の使用に関する取組みについて、必要に応じて支援す

る。 

＜都が実施する取組み＞ 

○ 地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役割を

果たすオープンスペースや航空機の使用について、必要に応じて、都本部で総合的に調

整する。 

○ 都本部は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、現地機

動班、都各局、区市町村、関係機関等から情報収集し、その状況について継続的に把握

する。 

○ 都各局及び区市町村は、オープンスペースの利用要望を都本部に提出する。 

○ 都本部は、都各局及び区市町村の利用要望と、自衛隊、他県等の警察・消防の応援部

隊の使用見込との調整を行う。 

○ オープンスペースを使用する機関は、使用状況を定期的に都本部へ報告する。 

○ 都本部は、報告に基づき、時系列に応じたオープンスペースの有効活用を図る。 

○ 都本部は、航空機使用について東京航空局等と連携・協力し、次の調整を行う。 

○ 離発着場の指定 

○ 応急対策に使用する航空機の需給調整 
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５ 他自治体への応援 

区は、都内外で大規模な災害が発生した際に、他自治体への応援を迅速かつ的確に行うため、

必要な体制を整備する。 

○ 区総務部は、都総務局行政部（人員調整部門）及び災害時相互応援自治体、交流自治体

から職員の応援派遣要請を受けた場合、応援要請の内容を確認のうえ、速やかに必要な体

制を整備する。 

＜要請の内容＞ 

ア 要請人数   イ 期間 

ウ 集合場所   エ 活動内容 

オ 活動場所   カ 応援職員に求める要件（職種、資格、経験） 

キ 必要な資機材等 

○ 区危機管理部は、必要に応じ、応援側との連絡調整や区内部の調整等を行うため、友好

都市等被災時対策連絡会議を開催する。 

○ 区総務部は、庁内の応援職員の人数の割り振り・調整を行う。 

○ 被災建物の応急危険度判定や応急救護・医療等に携わる応援職員について、専門性を必

要とする区の関係部署（都市整備政策部、世田谷保健所等）が、都等から直接の応援要請

及び調整をうけた場合、専門性に応じて必要とされる業務の応援を実施する。 

 また、応援の内容等について友好都市等被災時対策連絡会議へ適宜報告する。 

○ 相互応援協定を締結している自治体に対する応援はそれぞれの協定に定める方法による。 

○ 応援職員の派遣にあたり、新型コロナウイルス等感染症の感染拡大防止を図る必要があ

る場合、感染予防に必要な携行品を持参するとともに、派遣先においても基本的な感染予

防対策及び健康管理を徹底する。 
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第６章 

情報通信の確保 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 情報通信の重要性と対策の基本的考え方 

被災状況などの災害関連情報は、関係機関による応急対策などの具体的な活動を展開す

る上で欠かせない。このような必要な情報を伝達するためには、発災時に機能する通信網

を確保していく必要がある。更には、行政機関等における通信だけではなく、家族との安

否確認のための情報通信も、発災時の混乱を避けるために必要となる。 

本章では、発災後の情報通信の確保に向け、防災機関等の相互の通信、区民及び外国人

を含めた来訪者への情報提供、区民相互の情報伝達についての対策を示す。 
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第６章 情報通信の確保

○ 新たに福祉避難所協力協定を締結した施設へ、デジ
タルＭＣＡ無線を配備

○ 多様な通信機器に対する機器操作習熟

○ 時系列に応じた区及び防災機関等からの情報収集体制の整備

○ 区ホームページへのアクセス集中時や、防災行政無
線が聞き取りにくい、携帯電話などを持たない区民
への情報提供、外国語対応など確実に情報提供可能
な体制整備

○ 携帯電話等の通信規制等により、家族等の安否確認
が困難になり、帰宅困難者の冷静な判断を妨げるお
それがある

○区庁舎、防災関係機関等における地域防災無線及びデジタルMCA無線の適正配備、使用方法の習熟 ○迅速な報道体制の確保

○区民に提供する災害情報の充実 ○ソーシャルメディア等による情報提供体制の整備 ○安否確認サービスの訓練等を通じた、区民相互の情報連絡等の促進

第２節 課題

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

電話通信網の運用確保（非常用電源の確保）

防災行政無線の整備

世田谷区防災情報に関するシステムの整備

防災行政無線等による情報連絡（世田谷区災害対策本部の設置、通報、避難勧告等）

区内の被害状況等の情報収集・伝達

区、消防、警察からの広報

ホームページ等の円滑な運用

○ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備

○ 区民等への情報提供体制の整備

○ 防災機関相互の情報通信連絡体制

○ 広報・広聴体制等

新技術の活用（インターネット技術など）

地域住民相互間の安否確認手段の周知

○ 区民相互の情報連絡等の環境整備

一斉帰宅抑制、安否確認方法の周知等

○ 区民相互の情報連絡等

○ 防災行政無線網及びMCA無線網を、防災機関、区の出
先機関等との間に整備

○ 都との間に都防災無線及び災害情報システム（DIS）
を整備するとともに、高所カメラの画像情報をイン
ターネットで閲覧できるシステムを整備

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）へデジタルＭＣＡ
無線を設置、災対各部・避難所・保育園等へはＰＨ
Ｓを配備、拠点隊へは簡易無線機を配備

○ 緊急速報メール等を活用した区民への情報提供や報
道機関への情報提供体制を整備

○ 通信事業者による安否確認サービスの提供

第１節 現在の到達状況

区民への情報提供の仕組みの検討、報道機関との
体制の整理、訓練など広報対応の円滑化を推進

交通・ライフラインの状況に関する広報

相談窓口の設置など広聴体制を確立

○ 防災行政無線を補完する多様な通信手段を配備し、行
政機関内の情報連絡体制を確保

○ 防災行政無線・専用電話・衛星携帯電話等の配備によ
る外部機関との重層的な連絡体制構築、多様な通信機
器に対する機器操作の習得

○ 区ホームページの機能強化、SNSやデジタルサイネージ等の活用、
鉄道事業者による情報提供により、区民への情報提供を推進

○ 防災行政無線放送に併せて、区ホームページ、災害・
防犯情報メールなどで情報発信した場合の区民にわか
りやすく伝わる仕組みを整備

○ 安否確認サービスの利用経験を促進

第３節 対策の方向性
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第６章 情報通信の確保

○ 新たに福祉避難所協力協定を締結した施設へ、デジ
タルＭＣＡ無線を配備

○ 多様な通信機器に対する機器操作習熟

○ 時系列に応じた区及び防災機関等からの情報収集体制の整備

○ 区ホームページへのアクセス集中時や、防災行政無
線が聞き取りにくい、携帯電話などを持たない区民
への情報提供、外国語対応など確実に情報提供可能
な体制整備

○ 携帯電話等の通信規制等により、家族等の安否確認
が困難になり、帰宅困難者の冷静な判断を妨げるお
それがある

○区庁舎、防災関係機関等における地域防災無線及びデジタルMCA無線の適正配備、使用方法の習熟 ○迅速な報道体制の確保

○区民に提供する災害情報の充実 ○ソーシャルメディア等による情報提供体制の整備 ○安否確認サービスの訓練等を通じた、区民相互の情報連絡等の促進

第２節 課題

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

電話通信網の運用確保（非常用電源の確保）

防災行政無線の整備

世田谷区防災情報に関するシステムの整備

防災行政無線等による情報連絡（世田谷区災害対策本部の設置、通報、避難勧告等）

区内の被害状況等の情報収集・伝達

区、消防、警察からの広報

ホームページ等の円滑な運用

○ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備

○ 区民等への情報提供体制の整備

○ 防災機関相互の情報通信連絡体制

○ 広報・広聴体制等

新技術の活用（インターネット技術など）

地域住民相互間の安否確認手段の周知

○ 区民相互の情報連絡等の環境整備

一斉帰宅抑制、安否確認方法の周知等

○ 区民相互の情報連絡等

○ 防災行政無線網及びMCA無線網を、防災機関、区の出
先機関等との間に整備

○ 都との間に都防災無線及び災害情報システム（DIS）
を整備するとともに、高所カメラの画像情報をイン
ターネットで閲覧できるシステムを整備

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）へデジタルＭＣＡ
無線を設置、災対各部・避難所・保育園等へはＰＨ
Ｓを配備、拠点隊へは簡易無線機を配備

○ 緊急速報メール等を活用した区民への情報提供や報
道機関への情報提供体制を整備

○ 通信事業者による安否確認サービスの提供

第１節 現在の到達状況

区民への情報提供の仕組みの検討、報道機関との
体制の整理、訓練など広報対応の円滑化を推進

交通・ライフラインの状況に関する広報

相談窓口の設置など広聴体制を確立

○ 防災行政無線を補完する多様な通信手段を配備し、行
政機関内の情報連絡体制を確保

○ 防災行政無線・専用電話・衛星携帯電話等の配備によ
る外部機関との重層的な連絡体制構築、多様な通信機
器に対する機器操作の習得

○ 区ホームページの機能強化、SNSやデジタルサイネージ等の活用、
鉄道事業者による情報提供により、区民への情報提供を推進

○ 防災行政無線放送に併せて、区ホームページ、災害・
防犯情報メールなどで情報発信した場合の区民にわか
りやすく伝わる仕組みを整備

○ 安否確認サービスの利用経験を促進

第３節 対策の方向性
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第１節 現在の到達状況 
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第６章 情報通信の確保 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

防災行政無線網及び MCA無線網を、防災機関、区の出先機関等との間に整備している。また、

都との間に都防災無線及び災害情報システム（DIS）を整備するとともに、高所カメラの画像情

報をインターネットで閲覧できるシステムを整えている。 

さらに、福祉避難所（高齢者）（障害者）へデジタル MCA無線を設置するとともに、拠点隊へ

は簡易無線機をそれぞれ配備し、情報連絡体制の多重化を図った。 

 

２ 区民等への情報提供 

区は、ホームページ、ツイッター、携帯電話会社の３社（NTT ドコモ、au、ソフトバンク）

が運用している「緊急速報メール（エリアメール）」等を活用した区民への情報提供や、報道機

関への情報提供体制を整えている。 

 

３ 区民相互の情報収集・確認等 

通信事業者による安否確認サービス普及啓発を実施している。 

電話や携帯電話が通信規制によりつながりにくくなること等により、家族等の安否や鉄道の

運行状況に関する情報が不足し、帰宅困難者の冷静な判断を妨げるおそれがある。また、通信

事業者が提供している発災時の安否確認ツールが、十分活用されていない。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

固定電話不通率 最大で 12.7% 

停電率 最大で 19.4% 

 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

震災時に、電話、FAX 等の通信手段の機能が大きく低下し、都や区市町村の行政機関内部に

おける情報連絡、外郭団体や協力機関等との情報連絡が影響を受ける。 

その結果、区内の被害状況や各局における対応状況について、情報の一元化がスムーズに行

われなくなるなど被害の全容が把握できず、その後の応急・復旧活動に支障が生じ得る。 

このため、次の対策が必要である。 

○ 新たに福祉避難所協力協定を締結した施設へ、デジタル MCA無線を配備する必要がある。 

○ 多様な通信機器に対する機器操作習熟が必要である。 

○ 時系列に応じた区及び防災機関等からの情報収集体制を整備する必要がある。 

 

２ 区民等への情報提供体制の整備 

防災行政無線による音声内容が場所によって聞き取りにくい、携帯電話などを持たない区民

への情報提供、外国語対応など、確実に情報提供できる体制となっていないことから、他媒体

の活用等により、適切な情報を迅速かつ確実に提供できる体制整備が必要である。 

区民生活の安定や安全を図るため、積極的に情報を発信するための仕組みを整備する。 

 

３ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

電話や携帯電話が通信規制によりつながりにくくなること等により、家族等の安否や鉄道の

運行状況に関する情報が不足し、帰宅困難者の冷静な判断を妨げるおそれがある。また、通信

事業者が提供している発災時の安否確認ツールが、十分活用されていない。 
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第３節 対策の方向性 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

防災行政無線に加え、情報基盤における防災及び災害対策の拡充やそれを補完する多様な通

信手段を配備するなど、行政機関内の情報連絡体制を確保する。情報基盤における防災及び災

害対策の拡充に当たっては被害情報等を迅速かつ正確に収集・一元化・分析するため、地理情

報システム（GIS）機能、ビックデータや SNS分析ツールを利用した災害情報の収集・分析と応

急対策への活用等、最新の情報通信関連技術の活用を考慮する。また、防災行政無線、専用電

話、衛星携帯電話等の配備により、外部機関との重層的な連絡体制を構築するとともに、多様

な通信機器に対する機器操作を習得させる。 

さらに、時系列に応じた区及び防災機関等からの情報収集体制を整備する。 

 

２ 報道機関との連携、区民等への情報提供 

区ホームページのサーバー容量の増強や災害時における災害用トップページへの早期切替に

係る運用や、SNS やデジタルサイネージなど多様な情報提供ツールの活用、鉄道事業者による

情報提供により、区民への情報提供を推進する。 

また、効率的な情報共有と集計を推進し、報道発表を迅速化して報道対応の円滑化を図るな

ど、報道機関との連携を密にする。 

さらに、区民生活の安定や安全を図るため、防災行政無線放送に併せて、区ホームページ、

災害・防犯情報メール、ツイッター、緊急速報メール、エフエム世田谷で同時に情報発信した

場合に、同内容を発信していることが区民にわかりやすく伝わるよう発信する仕組みを整備す

るとともに、防災行政無線放送の伝達、音達性能の向上の検討を行う。 

 

３ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

通信事業者による安否確認手段の確保等により、帰宅困難者への情報提供を充実するなど、

情報通信の基盤強化と通信手段の多様化を図る。 

また、安否確認サービスの利用経験を促進する。 
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第４節 到達目標 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

区庁舎内、出先機関等の区の施設、防災関係機関等における地域防災無線の適正な配備、ま

た、地域防災無線を補う通信手段としてのデジタル MCA 無線の適正配備新たな通信手段の導入

等により、情報連絡体制を強化する。 

なお、無線機の配備後も、設置施設においては無線通信訓練を定期的に行い、使用方法の習

熟に努める。 

 

２ 区民等への情報提供体制の整備 

区庁内のみならず、都や関係機関との災害情報の共有化を進めるとともに、迅速な報道体制

と区民に提供する災害情報の充実を図り、自助・共助における意思決定を支援する仕組みを一

層強化する。 

また、ソーシャルメディアなど多様な情報提供ツールを活用し、迅速な情報提供体制を整備

する。 

 

３ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

避難所等において、災害時特設公衆電話を用いた安否確認サービスの訓練を通じ、普及・啓

発を図る。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 ３ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

２ 区民等への情報提供体制の整備  

 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

区各部、出先機関等の区施設、防災関係機関、都等との情報連絡体制を構築する。 

また、区民、被災者、避難者等への情報伝達手段を確保する。 

機関名 対策内容 

区 災対統括部 ○ 都本部との情報連絡体制を構築 

○ 固定系や移動系の防災行政無線の整備 

○ 地震計ネットワークの運用 

○ 緊急地震速報の利用 

○ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の利用 

○ 緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）の利用 

○ Ｌアラート（災害情報共有システム）の利用 

○ 地理空間情報の活用 

○ SNS分析ツールを利用した災害情報の収集・分析と応急対策への活用 

○ 庁内各部との連絡体制を構築 

警視庁・警察署 ○ 関係防災機関との情報連絡体制の構築 

東京消防庁・消

防署 

○ 各方面本部、消防署、消防団及び関係防災機関との情報連絡のための消

防・救急無線等の整備 

○ 関係防災機関相互の災害情報等をリアルタイムで共有する体制の構築 

○ 画像情報を活用した災害情報収集体制の整備 

○ 震災消防対策システムの運用 

都総務局 ○ 都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線等の通信連絡手段により、関係防災

機関と情報連絡体制を構築（都防災行政無線や可搬型の衛星通信設備による総合的な防

災行政無線網の整備） 

○ 国の現地対策本部、総務省消防庁、自衛隊、他府県等との情報連絡体制を構築 

陸上自衛隊 ○ 都本部との情報連絡体制を構築 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対統括部 

① 電話通信網の活用 

災害時の第一義的な情報通信手段として、電話通信網を活用する。 

また、停電時の電話通信網の運用を確保するため、各施設の災害時利用の目的に応じ

た非常用電源を確保する。 

＊世田谷区の災害時電話設備一覧〔資料編資料第 40・P91〕 
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ア 有線通信網（災害時優先電話等） 

災害時は、一般の電話回線がつながりにくくなるため、災害時優先電話を活用する。 

イ 移動通信網 

災害時に有線回線等が利用できない場合は、携帯電話、衛星電話等の移動通信網を

活用する。 

 

② 世田谷区防災行政無線の整備 

電話通信網が機能不全に陥った場合を想定し、緊急時の情報連絡手段として防災行政

無線を整備し、継続的な無線通信訓練等を実施し、習熟を図る。 

＊世田谷区防災行政無線通信回線系統図〔資料編資料第 41・P92〕 

＊世田谷区防災行政用無線局の管理及び運用規程〔資料編資料第 42・P93〕 

＊世田谷区防災行政用無線局の管理及び運用規程実施要綱〔資料編資料第 43・P95〕 

 

ア 固定系無線 

（ア）防災行政無線塔 

区立小中学校等区の施設及び広域避難場所、公園などの区内各所に防災行政無線

塔を設置し、発災情報や避難情報等を区民に伝達する。 

＊世田谷区防災行政無線（固定系）防災無線塔一覧〔資料編資料第 44・P97〕 

（イ）屋内戸別受信機 

総合支所・まちづくりセンター・小中学校等区の施設及び民間協力団体等に屋内

戸別受信器を設置し、災害時の応急対策等の情報及び指示等を伝達する。 

イ 地域系防災無線 

災害時における区施設間及び区と防災関係機関等との情報連絡手段として、下記２

種類の無線から構成される地域系防災行政無線を運用する。 

（ア）260MHzデジタル無線 

災害対策課設置の統制局及び区施設、防災関係機関等に配備している移動局によ

り運用する。可搬型・車載型等の無線機の活用により機動的な情報通信を確保し、

区施設間、区と防災関係機関及び機関相互の情報交換等に活用する。 

（イ）デジタル MCA無線 

災害対策課、各総合支所等、福祉避難所（高齢者）（障害者）、病院、ライフライ

ン等に配備している移動局により運用し、災害時における区と各機関及び機関相互

の情報交換等に活用する。 

＊世田谷区地域系防災行政無線呼出番号一覧〔資料編資料第 45・P101〕 

 

【実施主体】警視庁・警察署 

○ 防災行政無線等により、関係防災機関と情報連絡体制を構築する。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 消防救急無線、消防電話及び防災行政無線等により、各方面本部、消防署、消防団
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及び関係防災機関と情報連絡体制を構築する。 

○ 都、区市町村及び関係機関が有する災害情報等をリアルタイムで共有する体制の構

築に向けた取組みを進める。 

○ 救急告示医療機関等に病院端末装置を拡充整備し、情報共有の強化を図る。 

○ 高所カメラの整備、緊急情報伝達システム、地震被害判読システム及び他機関保有

映像の活用などにより、情報収集伝達体制を強化する。 

○ 震災消防活動支援システム、延焼シミュレーションシステム等の震災消防対策シス

テムの効果的な運用を図る。 

 

【実施主体】都総務局 

○ 行政機関内の情報連絡において、発災直後でも迅速、確実な連絡体制を確保できる

よう、通信手段の多様化を図る。 

○ 関係機関との情報連絡において、専用電話や衛星携帯電話、光ファイバー網による

回線、災害時優先電話、業務用 MCA無線等、重層的な情報連絡を行う。 

○ 中央防災無線、消防防災無線及び地域衛星通信ネットワーク等を活用し、国の現地

対策本部、総務省消防庁及び他府県等との通信連絡体制を構築する。 

○ 都防災行政無線は、総合的な防災行政無線網として、都防災センター、区市町村、

警視庁・警察署、東京消防庁・消防署、気象庁、災害拠点病院、ライフライン機関、

放送機関等の防災機関及び建設事務所、都立病院、水道施設等の都の主要出先機関と

の間に整備している。 

○ 都防災行政無線は、電話、FAX 機能のほか、データ通信、画像通信及び衛星通信を

導入し、都全域における防災情報通信ネットワークを構成している。なお、無線局が

被災した場合に備え、可搬型の衛星通信設備を整備している。 

＊非常通信の運用に関する協定書〔資料編資料協定第 22・P396〕 

構成 機能等 

① 都災害情報

シ ス テ ム

（DIS） 

災害時に防災機関等から収集した被害・措置情報等を都本部が一元的に管理

し、都の災害対策活動に資するとともに、端末設置機関が、これら災害情報を

活用し各機関の災害対策活動に役立てる。 

また、被害箇所や気象情報、被害想定などの防災基盤情報を地図情報上にレ

イヤ標記し、作成地図機能を活用することで、災害対策の意思決定を支援する。 

クラウド技術の活用や区市町村等の保有するシステム、都民向け都防災ホー

ムページ等との連携を強め、行政機関内の効果的な連携や、都民への防災情報

提供の充実を図る。 

② 画像伝送シ

ステム 

区市町村及び建設事務所等には、画像伝送システム端末を整備しており、こ

れにより被害状況の伝送やテレビ会議を行う。また、災害現場から衛星中継車

で現地の状況を映像で都防災センターに送信する衛星通信システムを整備し

ている。 

③ 地震被害判

読システム 

警視庁及び東京消防庁のヘリコプターからのテレビ映像を受信し、被災地域

の特定と被災状況を迅速に把握する地震被害判読システムを整備している。 

○ 都は、消防防災無線（総務省消防庁所管）又は自治体間を結ぶ地域衛星通信ネット

ワーク等を利用して、他県等との相互応援協定に基づく応援依頼や災害対策活動を行

うため、他県等と通信する。 
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○ 都は、防災行政無線網、災害情報システム（DIS）、画像情報等について、東部方面

総監部等への情報提供体制を構築し、自衛隊との情報共有を強化する。 

○ 都は、九都県市と相互連携と協力体制を確保するため、地域衛星通信ネットワーク

や災害時優先電話などで相互に連絡を取り合う。 

○ 都、東京消防庁、都内の各区市町村及び気象庁が設置した地震計（103 基）を災害

情報システム（DIS）に取り込み、気象庁へ送信することでネットワーク化を図り、各

防災機関に震度情報を提供する。これにより、各防災機関が相互に協力しながら、迅

速な初動対応を行い、被害を最小限に抑える体制を確立する。 

○ 現行の災害情報システム（DIS）は、平成 23年度から運用を続けているが、10年が

経過するタイミングである令和３年度稼働に向けた再構築を予定している。再構築に

当たっては、被害情報等を迅速かつ正確に収集・一元化・分析するため、GIS 機能、

ビックデータや SNS 分析ツールを利用した災害情報の収集・分析と応急対策への活用

等、最新の情報通信関連技術の活用を考慮する。 

○ 気象庁が提供する緊急地震速報を利用し、地震発生時における危険回避のための対

応力を高める。 

○ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）や緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）から

送信された緊急事態に係る情報を利用できる体制を整備する。 

 

【実施主体】陸上自衛隊 

○ 都と東部方面隊（東部方面総監部・第１師団司令部）との間に情報連絡態勢を構築

する。 

•  首都直下地震発生時の都庁への通信構成検証 

•  都庁への自衛隊基地電話の延長、陸自ヘリ映伝映像及び会議映像の配信など 

 

【実施主体】その他共通事項等 

○ 区・都関係機関・指定公共機関等に、情報の総括者として通信連絡責任者を置く。

また、通信連絡責任者は、通信連絡事務従事者をあらかじめ指名しておく。 

＊連絡責任者一覧〔資料編資料第 46・P113〕 

○ 災害時の情報連絡窓口を統一するため、各機関は専用の電話番号をあらかじめ指定

する。 

○ 区市町村及び防災機関は、夜間、休日を含め、常時、都と通信連絡が開始できるよ

う必要な人員を配置する。 

○ それぞれの通信連絡系統の下、無線通信等により通信連絡を行う。 

○ 平常時より設備・機器の点検や操作の習熟等に努める。 

○ 防災対策に関係する行政機関、公共機関、地方公共団体等の団体相互間で防災活動

を迅速に実施するために、これらの機関相互間で通信が必要な場合は、防災相互通信

用無線を利用する。 

○ 各防災機関は、それぞれの通常の通信系が被災により使用不能となることを想定し、

他団体・他機関の自営通信システムを利用する方法をあらかじめ計画しておく。他団
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体・他機関の自営通信システムの利用計画策定に際しては、「関東地方非常通信協議会」

を通じて事前の調整を行う。 

○ アマチュア無線を活用する場合は、一般社団法人日本アマチュア無線連盟を経由し

て情報収集を行う。 
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【無線体系イメージ】 

 

（出典：総務省ホームページ） 

○ 災害に関する情報の収集等に当たっては、地理空間情報の活用に努める。  
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２ 区民等への情報提供体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

ホームページ等の強化や災害情報の充実により、区民への情報提供体制を整備するととも

に、報道対応の円滑化を図る。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対財政・

広報部 

○ 新聞社及び放送機関との連携体制を整備 

○ 区民への情報伝達手段の多様化を図る。 

災対統括部 ○ 地域住民への情報連絡のために固定系や移動系の防災行政無線を整

備 

○ 区民への情報伝達手段の多様化を図る。 

○ 区民生活の安定や安全を図るため、初動期及び復旧対策における区民

への情報提供の具体的な仕組みを検討 

警視庁・警察署 

東京消防庁・消防署 

○ ホームページ、SNS等を活用した各種情報の提供 

東京電力グループ 

東京ガス 

通信事業者 

○ 災害発生時に的確な対応が図れるよう、ライフラインや通信網の情報

収集発信体制を確立 

関東総合通信局 ○ L アラート（災害情報共有システム）等による区民への防災情報伝達システムの

整備促進 

都政策企画局 ○ 放送要請・報道要請等に関する協定の締結など、報道機関との連携体制を整備 

都総務局 ○ 災害発生時に的確な対応が図れるような情報発信体制を確立 

○ 防災ツイッター、東京都防災アプリ、都等保有のデジタルサイネージなど多様な

情報提供ツールの活用 

○ ライフラインの被害及び復旧状況を把握するため、ライフライン対策連絡協議会

を設置 

都生活文化局 ○ 在住外国人等への情報の提供 

○ 防災ツイッターをはじめとする防災関連情報を、東京都庁広報課ツイッターによ

り幅広く発信 

都都市整備局 ○ 避難誘導等の移動支援及び災害等の情報提供手段としてユビキタス技術の活用

を検討 

都産業労働局 

都建設局 

都港湾局 

都水道局 

都下水道局 

○ 災害発生時に的確な対応が図れるよう、必要な情報収集発信体制を確立 
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（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対財政・広報部、区災対統括部、区災対地域本部 

① 世田谷区防災情報に関するシステムの整備 

災害発生直後の被災状況など、区本部及び防災関係機関等の応急対策活動に必要な情

報、区民及び防災区民組織等への避難情報の提供等、災害情報の収集・伝達を支援する

ための防災情報システムを整備する。 

項目 取組み内容 

高所カメラ情報システ

ム 

キャロットタワー屋上に設置の高所カメラにより、災害初期

情報等の被害状況を迅速かつ適確に把握する。高所カメラ映像

については、区のホームページ上で見ることができる。 

＊高所カメラ設備一覧〔資料編資料第 47・P115〕 

その他の情報提供手段 

○ 地域メディアを活用した防災情報提供システム 

区民が災害時に必要とする災害情報、安否・生活情報、

復旧・復興情報の伝達に世田谷サービス公社（エフエム世

田谷）、世田谷ケーブルテレビ協議会（ジェイコムイースト

世田谷局、ジェイコムイースト調布局、イッツ・コミュニ

ケーションズ）等、地域メディアを活用する。 

〇 世田谷サービス公社（エフエム世田谷）の活用強化 

緊急放送割り込み装置や非常用放送設備、地域防災系無

線設備を設置し、緊急時に迅速に災害情報等を放送できる

体制をとる。 

区がエフエム世田谷に要請した場合、エフエム世田谷は

スタッフを災害対策本部に派遣し、24時間態勢でその場か

ら災害防災情報等を放送する。 

＊災害時等における協力態勢に関する協定書 

〔資料編資料協定第 76・P504〕 

＊災害時における世田谷区とケーブルテレビ事業者との相互協

力に関する基本協定 

〔資料編資料協定第 62・P474〕 
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項目 取組み内容 

その他の情報提供手段 

・地域メディアを活用

した防災情報提供シス

テム 

○ 区の各種ホームページの活用 

以下のホームページを活用し、防災・災害関連情報を迅

速に区民に提供する。 

・ 区ホームページ 

区の施策や取組み、イベント情報等を提供するホーム

ページ。 

・ 防災気象情報ホームページ 

気象注意報、警報や台風情報等の防災気象情報を提供

するホームページ。 

・ 雨量・水位情報ホームページ 

区内の雨量、水位情報や河川監視カメラ画像等を提供す

るホームページ。 

 ○ 災害・防犯情報メール配信サービス 

メールアドレスを登録した方を対象に地震発生時や気象警

報が発令された場合、雨量・河川水位が一定の基準値を超え

た場合に注意喚起のメールを送信するほか、防犯に関する情

報を送信する。 

 ○ 災害情報テレホンサービス 

大雨などで災害が発生するおそれがある時、または発生し

てしまった時に、気象警報など区からの災害に関する情報を

電話で聞くことができる。 

 ○ 防災無線電話応答サービス 

防災無線の放送内容が聞き取れなかった時、専用電話番号

に電話すると、自動録音された放送内容（24時間以内に放送

された内容のみ）を聞くことができる。 

※一度に大量の電話アクセスに対応するため、回線の増加

を実施している。 

 ○ 緊急速報メール 

災害・避難情報に関する緊急性の高い情報を、区内にいる

方の携帯電話に対して、メール配信するもの。 

 ○ 世田谷区危機管理部ツイッター 

災害等に関連する情報を流す。 
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② 世田谷区情報システム用通信網の整備 

情報システムを災害時にも有効に活用するため、複数のネットワーク網を主要拠点間

に構築し、障害を受けた場合の迅速な通信復旧方法、体制を整備する。 

項目 取組み内容 

自営線光ファイバー網 

区では、庁内情報基盤として自営線光ファイバー網を整備し

ており、区役所、総合支所、キャロットタワーなどの主要拠点

を中心にの区施設を結んでいる。この基盤は、日常の事務での

個人情報や様々な重要情報を管理する第２ネットワーク（庁内

イントラネット）と区民への情報提供を主な目的として構築さ

れている。 

防災用ネットワーク網 

区では、災害時における情報収集、情報共有の強化を目的と

して、上記自営線光ファイバー網とは異なる防災専用のネット

ワーク網を整備しており、区役所、総合支所、区内警察署、消

防署等を結んでいる。 

 

③ 新技術の活用 

近年の通信技術の発達に伴い、インターネット技術を活用した災害時の情報収集及び

提供の重要性が高まっている。また、メール機能や Web機能、デジタルカメラ機能や GPS

（GlobalPositioningSystem）等を搭載した携帯電話の普及も進んでおり、効果的な情報

収集・提供手段の一つとなりうる。 

区は、これらの技術を活用して災害時に迅速な情報収集を行う仕組みや、区民への防

災情報の迅速な提供等を行うための仕組みづくり等の検討を進める。 

 

④ 広報体制の整備 

○ 区民生活の安定や安全を図るため、初動期（発災から 72時間）及び復旧対策にお

ける区民への情報提供の具体的な仕組みを検討する。 

•  情報発信の内容 

•  情報発信の方法及び使用する媒体 

•  区民からの問い合わせ体制（電話対応人員の確保など）の整備 

○ 報道機関等に情報を発信するための庁内体制を整備する。 

•  発信する情報の一元管理 

•  担当部署、担当者（役職） 

•  会見スペースの確保 

•  記者クラブのスペース確保 

•  資器材の確保 

•  定例会見の実施時期・頻度   など 

 

⑤ 多様な情報伝達手段の検討 

○ 他自治体の事例を参考に、防災行政無線放送の補完となる情報伝達手段の調査研
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究を行い、実施する。 

○ 民間事業者による地域広帯域移動無線アクセス（地域 BWA：Broadband Wireless 

Access）システムの導入に合わせ、地域 BWA を活用した災害情報の伝達について検

討する。 

○ 外国人への情報伝達について、外国人への情報発信ツール、外国人にもわかりや

すいやさしい日本語を活用しての情報発信について検討する。 

○ 区ホームページ内の外国人向けページにおいて、平常時から国等の関係機関から

の配信情報を活用した災害対策情報の充実を図る。 

 

【実施主体】各ライフライン事業者 

○ ライフライン５社（NTT東日本、NTTドコモ、東京電力、東京ガス、都水道局）は、

在京ラジオ７社（日本放送協会、TBS ラジオ、文化放送、ニッポン放送、ラジオ日

本、エフエム東京、J-WAVE）と構築している恒久的ネットワークにより、在京ラジ

オ７社と必要に応じて、被害状況、復旧状況などの情報を共有する。 

 

【実施主体】各放送機関 

○ 放送施設の整備を行う。 

 

３ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

（１）対策内容と役割分担 

区民相互に安否確認が取れる環境を整えるとともに、区民が事前にその方法を熟知するよ

う啓発していく。また、災害情報などの入手方法も確認できる体制の整備を推進する。 

機関名 対策内容 

区 ○ 地域住民相互間の安否確認手段の周知 

○ ＴＶデータ放送による災害情報（避難所の開設情報など）の取得方法の

周知 

都交通局 

鉄道事業者 

○ 駅における情報提供体制の整備 

○ ホームページや SNS等を利用した情報提供体制の整備 

都総務局 ○ 都民相互間の安否確認手段の確保・周知 

○ その他通信手段の多様化や通信基盤の強化を推進 

通信事業者 ○ 安否確認手段の確保及び周知 
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第２ 応急対策 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制 

（第一報） 

４ 広聴体制 

２ 防災機関相互の情報通信連絡体制 

（被害状況等） 

５ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

３ 広報体制  

 

１ 防災機関相互の情報通信連絡体制（第一報） 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ○ 災害が発生するおそれのある異常な現象及び災害原因に関する重要な情

報について、気象庁、都、その他関係機関から通報を受けたとき、又は自

ら収集するなどして知ったときは、関係機関に通報 

警視庁・警察署 ○ 警察署長は、異常現象を認知したとき、又は異常現象を発見した者から

通報を受けたときは、関係区市町村に通報 

東京消防庁・消

防署 

○ 都総務局からの通報に基づき、消防署等に一斉通報し、各消防署等は、

区民に周知 

○ 震災及び水災に関する情報を各消防署等から収集し、これを都総務局及

びその他の関係機関に通報するとともに、区民に周知 

NTT東日本 ○ 各種警報の通報 

○ 警報の優先取扱い 

世田谷サービス

公社（エフエム

世田谷） 

CATV各社 

○ 災害に関する警報等の周知 

東京管区気象台 ○ 緊急地震速報、大津波警報・津波警報・注意報、地震及び津波に関する情報の発表 

○ 発表した情報は、都等へ提供するとともに、各放送機関等の協力を得て、広く情報提

供に努める。 

都総務局 ○ 災害原因に関する重要な情報について、気象庁、都各局、区市町村及びその他関係機

関から通報を受けたとき、又は自ら収集するなどして知ったときは、関係のある都各局、

区市町村、防災機関等に通報 

都各局 ○ 災害原因に関する情報について、都総務局に通報 

○ 都総務局その他関係機関から通報を受けた重要な情報、警報及び注意報については、

所属機関に通報 
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（２）業務手順 

【情報連絡系統（各機関相互の情報連絡系統）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対財政・広報部、区災対統括部、区災対地域本部 

○ 区本部が設置された場合は、各機関は必要に応じて区本部に情報連絡要員を派遣する。 

○ 区本部においては、区災対統括部が情報連絡体制を統括する。 

○ 都本部に対する情報連絡は、都防災行政無線を使用する。 

○ 災害の状況により都本部に連絡することができない場合は、国の現地対策本部又は総

務省消防庁等に対して直接連絡する。 

○ 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者又はその発見者から通報を受け

た警察官等から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに都及び気象庁に通報

する。 

○ 災害原因に関する重要な情報について、都又は関係機関から通報を受けたとき、又は

自ら知ったときは、直ちに区内の公共的団体その他重要な施設の管理者、区民の自発的

な防災組織及び一般区民等に周知する。 

○ 災害発生時、区本部設置時には、区は放送機関等に放送要請による対応を行う場合が

あるほか、区本部設置に至らない場合でも、区民等に対し各放送機関等と連携した避難

勧告等に関する情報提供を行う、インターネットを積極的に活用するなど、より一層の

災害対応を実施する。 

 

 

 

 

 

〈
凡
例
〉 

区

民

・

事

業

者

等 

報 道 機 関 

区 内 各 警 察 署 

世 田 谷 区 
災 害 対 策 本 部 

区 内 各 消 防 署 

警 視 庁 

東 京 消 防 庁 

東 京 都 
災 害 対 策 本 部 

交 番 

エ フ エ ム 世 田 谷 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ 各 社 

防 災 行 政 無 線 塔 

防 災 関 係 機 関 

消 防 団 

総合支所及び
等窓口 

第 三 方 面 本 部 

 
世 田 谷 区 
災 害 対 策 本 部 
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【実施主体】その他の防災機関 

○ 都、気象庁、その他関係機関から通報を受けた重要な情報、注意報及び警報について

は、直ちに所属機関に通報する。 

 

２ 防災機関相互の情報通信連絡体制の確立（被害状況等） 

（１）対策内容と役割分担 

都災害情報システムのほか、専用電話、衛星携帯電話など、多様な通信手段を活用した重

層的な情報連絡体制を確立し、被害状況等の把握を行う。 

機関名 対策内容 

区 
災対各部 ○ 災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで情報

収集、都及び関係機関へ伝達・報告 

警視庁・警察署 ○ 区への通報、関係機関との情報交換 

○ 安否・被害情報確認システムによる参集途上の職員からの被害状況等の

収集 

○ 地震被害判読システム等による災害情報収集 

東京消防庁・消

防署 

○ 地震被害予測システム等による被害予測 

○ 高所カメラ、震被害判読システム、早期災害情報システム等による災害

情報収集 

○ 各消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況等についての都への通

報、関係機関との情報交換 

各防災機関 ○ 発災直後の被害状況等を、区に対して提供 

都総務局 ○ 所在区市町村別の被害状況等調査 

○ 国（総務省消防庁）への報告と他関係防災機関への通報 

○ 被害状況等とりまとめ 

○ 都災害情報システム等の運用及び補完する多様な通信手段による行政機関内の情報

連絡 

○ 重層的な連絡体制による外部機関との情報連絡 

関東地方整備局 ○ 情報収集及び連絡 

関東地方測量部 ○ 情報収集及び連絡 

関東総合通信局 ○ 防災情報伝達システムの検討 

○ 電気通信事業者の被災・復旧状況等 

○ 放送局の被災・復旧状況等 

各通信事業者 ○ 通信の被害、そ通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等の応急復旧

状況等 
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（２）業務手順 

【都災害情報システム（DIS）の場合】 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対財政・広報部、区災対統括部、区災対地域本部 

① 災害情報の伝達 

ア 地象・水象・その他災害原因に関する情報 

イ 災害状況に関する情報 

ウ 関係機関に対する措置の要請・指示 

エ 区民に対する勧告・指示 

オ その他の災害関係情報 

 

  

災害情報システム（ＤＩＳ）／災害情報提供システム（防災ホームページ・防災マップ）関連図

初動態勢確立機能

指令情報室業務支援機能

【クロノロジー】

態勢、被害、要請、措置情報等管理機能
【体制、避難情報、被害報告等】

意思決定支援機能
【地図表示、作戦地
図作成等】

マスタデータ管理
【防災基礎情報、地図情報管理】

防災HPへのアッ
プロード機能

防災ホームページ
【PC、スマホ、携帯】

防災マップ
【PC、スマホ、携帯】

災害情報システム（ＤＩＳ）

ライフライン情報
（電気、ガス）

態勢、被害、避難所、

避難情報等
（区市町村、各局等）

気象情報
（気象庁）

震度計情報
（市区町村、東京消防
庁、都）

災害情報提供システム
（防災HP、防災マップ）

報告・共有

情報交換

情報交換

被害情報

降雨、水位情報
（建設局、下水道局） 観測情報

外部からの情報収集、情報提供
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② 区における情報の収集及び伝達 

ア 収集事項 

収集すべき情報は、次のとおりである。 

（ア）異常現象の発生内容、又は災害発生の原因経過情報 

（イ）区内の被害に関する情報 

（ウ）各機関の対策の実施状況 

（エ）その他 

 

イ 収集方法 

収集の方法は、次の方法による。 

（ア）都本部及び防災関係機関との情報連絡体制による情報収集 

（イ）高所カメラによる情報収集 

（ウ）インターネット、アマチュア無線等による情報収集 

＊災害時におけるアマチュア無線を活用した災害情報収集に関する協定書 

〔資料編資料協定第 59・P468〕 

（エ）区民、防災区民組織及び民間協力団体等による「防災情報の災害時の助け合いネ

ットワーク」の活用 

（オ）参集職員による情報収集 

（カ）区災対各部の情報連絡班等による情報収集 

（キ）その他 

 

ウ 伝達方法 

情報の伝達は、次の方法による。 

（ア）災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで、被害状況等

について、次により都に報告する。なお、家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生

した場合及び災害対策基本法第 53 条に基づく被害状況を都に報告できない場合に

は、国（総務省消防庁）に報告する。 

【報告すべき事項】 

災害の原因、災害が発生した日時、災害が発生した場所または地域、被害状況

（被害の程度は、認定基準、災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする

措置、災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類、その他必要な事項） 

【報告の方法】 

原則として、災害情報システム（DIS）への入力による（ただし、システム障害

等により入力できない場合は、防災行政無線、電話、FAX などあらゆる手段によ

り報告する。）。 

【報告の種類・期限等】 

○ 災害救助法に基づく報告 

災害救助法に基づく報告については、第２部第 12章第５節第２「９ 災害救

助法等の適用」に定めるところによる。 

（イ）区民等に対しては、防災行政無線、広報車、世田谷サービス公社（エフエム世田
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谷）、世田谷ケーブルテレビ協議会（ジェイコムイースト世田谷局、ジェイコムイー

スト調布・世田谷局、イッツ・コミュニケーションズ）、ホームページ、災害・防犯

情報メール配信サービス、災害情報テレホンサービス等を活用する。 

（ウ）必要に応じ、まちづくりセンター、避難所などへの掲示を行う。 

 

【実施主体】各通信事業者 

○ 次により臨機の措置をとり、通信輻輳の緩和及び重要通信の確保を図る。 

•  応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとる。 

•  通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、電気

通信事業法第８条第２項及び電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）

第 56条の定めるところにより、臨機に利用制限等の措置をとる。 

•  非常、緊急通話又は非常、緊急電報は、電気通信事業法第８条第１項及び電気通信

事業法施行規則第 55 条の定めるところにより、一般の通話、電報に優先して取扱う。 

○ 災害発生により著しく通信輻輳が発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる

災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）、災害用伝言板等の災害用安否確認

サービスを速やかに提供する。 

○ 通信の被害、そ通状況の案内と通信輻輳時における利用者への時差通信等の協力要請

について、報道機関及びホームページ等を通じて広報する。 

 

 

３ 広報体制 

（１）対策内容と役割分担 

区民へ正確な情報を迅速かつ確実に提供を行う。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対財政・

広報部 

○ 被災者に対する広報 

○ 被害情報や鉄道運行状況、道路情報等の提供 

○ 多様な伝達手段による区民への情報提供 

◎災対地域本

部 

○ 警察署・消防署等と連携した広報活動 

○ 被災者に対する広報 

災対統括部 ○ 多様な伝達手段による区民への情報提供 

警視庁・警察署 ○ 余震、津波等気象庁の情報ほか 

東京消防庁・消防署 ○ 災害情報、消防活動状況等の広報 

都水道局 ○ 地震発生直後に行う広報 

○ 応急対策開始後に行う広報 

○ 応急対策の進捗に伴う広報 

○ 水道局事業所の各所管区域内を対象とする広報 

都下水道局 ○ 下水道施設の被害及び復旧等の状況及び下水道使用自粛等の協力要

請についての広報 
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機関名 対策内容 

NTT東日本 

NTT コミュニケーション

ズ 

NTTドコモ 

KDDI 

ソフトバンク 

○ 通信の被害、そ通状況の案内等 

○ 災害用安否確認サービス提供開始の案内 

首都高速道路 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

○ 応急対策の措置状況等 

東京電力グループ ○ 電気による二次災害等を防止するための方法等 

東京ガス ○ 被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項等 

日本郵便 ○ 業務被害、応急対策の措置状況等、業務運営状況及びその見通し等 

自衛隊 ○ 情報収集と広報活動 

各放送機関 ○ 発災時の応急措置、災害に関する警報等の周知 

都本部 ○ 震災発生直後に行う広報内容 

○ 被災者に対する広報 

○ 被害情報や鉄道運行状況、道路情報等の提供 

○ 多様な通信手段による住民への情報提供 

都生活文化局 ○ 各広報媒体を活用し、災害対策本部の発する情報を基に広報活動を実施 

○ 都庁総合ホームページを災害対策用へ切り替え、迅速な情報提供を行う。 

東京管区気象台 ○ 地震・津波の詳しい状況やその解説、地震活動の見通しや防災上の留意事項な

ど 

関東総合通信局 ○ 電気通信事業者の被災・復旧状況等 

○ 放送局の被災・復旧状況等 

日本銀行 ○ 災害応急対策に関する情報 

JR東日本 ○ 災害の規模、被害範囲、駅周辺や沿線の被害状況等 

 

（２）業務手順 

① 区本部からの報道機関への発表 

○ 報道機関については、臨時記者室及び臨時合同発表室（プレスセンター）となる区

民会館集会室を案内する（事前に設置状況を確認）。 

○ 報道機関からの問い合わせに係る対応は、区災対財政・広報部とする。 

○ 区災対各部から区災対統括部に集まる様々な情報のうち、区民や報道機関に発表す

るべき情報については、原則、区災対統括部との調整により区災対財政・広報部から

発信する。 

○ 区本部は、警察、消防、区市町村等から提供された人的被害関連情報の一元的な集

約・調整、整理・突合・精査を行い、報道機関への発表を行う。 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対財政・広報部、区災対統括部、区災対地域本部 

○ 当該区域や所管施設において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直

ちに警視庁・警察署、東京消防庁・消防署等と連携して、必要な広報活動を実施する。 
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○ 防災行政無線放送に併せて、ホームページ、災害・防犯情報メール、ツイッター、

緊急速報メール、エフエム世田谷、Ｙａｈｏｏ！防災速報で同時に情報発信した場合

に、同内容を発信していることが区民にわかりやすく伝わるよう発信する。 

○ 広報内容は、次のとおりである。 

① 災害状況、避難方法等 

② 食料、物資等の配布状況 

③ 医療機関の診療状況 

④ 応急復旧状況等 

⑤ その他必要事項 

○ 広報の方法は、前節の情報の伝達方法による。 

○ 区災対財政・広報部は、コミュニティ FM局やケーブルテレビ局などの地域放送局を

活用して、被災・復旧などの情報を放送する。 

① 報道対応 

•  災害に関する情報等区民に周知するべき事項は、区災対財政・広報部（政策経

営部長又は広報広聴課長）が報道機関に発表するものとする。 

•  日本放送協会又は民間放送各社に放送依頼を行う場合は、都総務局に対して、

次の事項を明らかにしてあっせんを依頼する。 

ア 放送要請の理由 

イ 放送事項 

ウ 希望する放送日時及び送信系統 

エ その他必要な事項 

•  世田谷サービス公社（エフエム世田谷）及び世田谷ケーブルテレビ協議会（ジ

ェイコムイースト世田谷局、ジェイコムイースト調布局、イッツ・コミュニケー

ションズ）については、随時情報を提供する。 

＊災害時等における協力態勢に関する協定書〔資料編資料協定第 76・P504〕 

＊災害時における世田谷区とケーブルテレビ事業者との相互協力に関する基本協定 

〔資料編資料協定第 62・P474〕 

② 世田谷サービス公社（エフエム世田谷）及び世田谷ケーブルテレビ協議会の災害

時放送 

世田谷サービス公社（エフエム世田谷）及び世田谷ケーブルテレビ協議会（ジェ

イコムイースト世田谷局、ジェイコムイースト調布局、イッツ・コミュニケーショ

ンズ）は、区と締結した「災害時等における協力態勢に関する協定」及び「災害時

における世田谷区とケーブルテレビ事業者との相互協力に関する基本協定」に基づ

き、次のとおり災害時の放送を行う。 

ア 災害報道等の緊急情報 

イ 避難誘導、交通機関の情報 

ウ その他生活関連情報および安否情報等 
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【実施主体】警視庁・警察署 

○ 広報内容は、次のとおりである。 

① 余震等の地震情報 

② 地域の被害情報及び見通し 

③ 避難情報等 

④ 交通規制、交通機関等の交通情報 

⑤ 主要道路、高速道路、橋等の被害情報 

⑥ 被災地域、避難場所、避難所等に関する情報 

⑦ 電気、ガス、水道、電話等のライフラインの被害情報 

○ 広報手段は、次のとおりである。 

① 交番、駐在所の備え付けマイクによる広報 

② パトロールカー、白バイ、広報車の拡声器による広報 

③ 災害現場等における警察官の各個広報 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 広報内容は、次のとおりである。 

① 出火防止･初期消火の呼びかけ 

② 救出救護及び要配慮者（高齢者・身体障害者等）への支援の呼び掛け 

③ 火災及び水災に関する情報 

④ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）等に関する情報 

⑤ 救急告示医療機関等の診療情報 

⑥ その他区民が必要としている情報 

○ 広報手段は、次のとおりである。 

① 広報車又はその他消防車両の拡声装置等 

② 消防署及び町会等の掲示板への掲示及び口頭伝達 

③ テレビ、ラジオ等報道機関への情報提供 

④ ホームページ、ＳＮＳ、消防アプリ等を活用した情報提供 

⑤ 消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織を介しての情報提

供 

  



第６章 情報通信の確保 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 259 

第
６
章 情

報
通
信
の
確
保 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

４ 広聴体制 

（１）対策内容と役割分担 

発災後、被災者からの相談及び被災者への支援に関することなどの相談窓口を設置するこ

とで、混乱を防止するとともに、被災者等のニーズを把握する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対財政・

広報部 

○ 各地域の相談窓口開設について区民等へ周知 

災対地域本部 ○ 区民の各種相談に応じる臨時の総合相談窓口を開設 

警視庁・警察署 ○ 臨時相談所を開設 

○ 交通規制に係るテレホンコーナーを開設 

東京消防庁・消防

署 

○ 災害の規模に応じて消防相談所を開設 

都総務局 ○ 都各局の相談窓口をとりまとめ住民等へ周知 

都各局 ○ 相談窓口等を開設するとともに、都総務局に報告 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対財政・広報部 

○ 総合支所に区民の各種相談に応じる総合相談窓口を開設する。 

○ 総合相談窓口の運営に当たっては、協力協定を締結した世田谷区法曹会、関係機関と

協力、連携をとるものとする。 

＊災害時における法律相談に関する協定〔資料編資料協定第 68・P486〕 

○ その他専門分野に関する相談所の運営に当たっては、専門ボランティアの活用をはか

るほか、災害時協力協定を締結した各種専門団体の協力を得ることとする。 

 

５ 区民相互の情報連絡等の促進支援 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ○ 区民、事業者及び帰宅困難者に対し、都や報道機関等と連携して、区民

相互の情報連絡を支援するための情報提供を行う。 

通信事業者 ○ 区民、事業者及び帰宅困難者に情報提供を行う。 

○  災害用伝言ダイヤル（171）、「災害用伝言板（web171）等の災害用安否確認サービス

の利用を呼びかける。 

 

（２）詳細な取組み内容 

○ 区は、個人・企業等に対する一斉帰宅抑制の呼びかけや安否確認方法の周知を行い、

関係機関と連携して、避難所や一時滞在施設の開設状況など、災害関連情報等を提供す

る。 

○ 通信事業者は、行政機関と連携し、区民、事業者及び帰宅困難者に災害情報、一時滞

在施設等の情報提供を行う。また、災害伝言ダイヤル、災害伝言板等の安否確認サービ
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スの利用を呼びかける。 

○ 報道機関は、行政機関や交通機関等と連携して、交通機関の運行情報や安否確認サー

ビスの利用方法等について、区民、事業者及び帰宅困難者に提供する。 

○ 区民等は、災害伝言ダイヤル、災害伝言板等を利用し、家族等の安否を確認する。 
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第７章 

医療救護等対策 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 医療救護等対策の基本的な考え方 

震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷者が発生する

ことが想定されるため、災害発生直後から多数の負傷者に対し迅速に医療救護活動を行わ

なければならない。また、遺体については、死者の尊厳と遺族の感情を十分に考慮し、迅

速かつ適切に取り扱う。 

本章では、発災時における初動医療体制の確立や医薬品・医療資器材の確保、災害拠点

病院の整備や医療施設の耐震化等の医療施設の基盤整備、遺体の火葬について示す。 
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第７章 医療救護等対策

○ 限られた医療資源を有効に活用するため、医療救護
活動の体制強化が必要

○ 二次保健医療圏を含めた情報連絡体制の強化が必要

○ 医薬品が不足した場合に備え、医薬品及び資器材等
の確保が必要

○ 遺体収容所の業務手順や備蓄内容の整理

○災害医療コーディネーターを中心とした災害医療体制の強化 ○医薬品等の確保に向けて、薬剤師会や事業者と連携した供給体制の強化

○検視・検案体制の構築及び広域火葬体制の充実・強化

第２節 課題

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

世田谷区災害医療コーディネーターの設置

負傷者等の搬送体制の確保

災害薬事センターの運営方法、医薬品の調達方法
の整備

被害状況及び医療機関情報等の把握

災害薬事コーディネーターの調整による医薬品等の調達・供給

○ 初動医療体制等の整備

○ 医薬品・医療資器材の確保

○ 初動医療体制

○ 医薬品・医療資器材の供給

関係機関との連携による体制の整備

○ 遺体の取扱い

行方不明者の捜索、収容、検視・検案・身元確認等

○ 行方不明者の捜索・遺体の検視・検案・身元確認等

○ 世田谷区災害医療コーディネーターを中心とした医
療救護本部の設置、区内医療関係団体による緊急医
療救護班等及び医療救護班等の編成により、初動医
療体制を確立

○ 避難所への避難所用応急救急セットの配備、医療救
護所となる避難所への医療救護所用災害医療セット
等の配備、緊急医療救護所への緊急医療救護所用医
療器具等の配備

第１節 現在の到達状況

防疫体制の整備

世田谷区災害医療コーディネーターと連携した医療救護活動

感染症の発生及びまん延の防止

被災動物の保護

○ 防疫体制の確立

火葬特例の適用・許可証発行、広域火葬の実施

○ 火葬体制等

負傷者等の搬送

区災対医療衛生部による保健活動、こころのケア等の医療支援

医療救護活動等の確保（医療救護班等の確保、災
害医療運営連絡会の設置場所の確保、医療救護本
部の整備等）

○ 関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠
点連携病院、警察、消防等による「災害医療運営連
絡会」における災害時の医療救護活動の課題の検討

○ 医療関係、団体病院、二次保健医療圏の基幹病院と
の情報連絡体制の強化

○ 医薬品等が不足した場合に備え、東京都及び卸売販
売業者との連携を強化

○ 検視・検案の体制、広域火葬体制の具体化

第３節 対策の方向性
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第７章 医療救護等対策

○ 限られた医療資源を有効に活用するため、医療救護
活動の体制強化が必要

○ 二次保健医療圏を含めた情報連絡体制の強化が必要

○ 医薬品が不足した場合に備え、医薬品及び資器材等
の確保が必要

○ 遺体収容所の業務手順や備蓄内容の整理

○災害医療コーディネーターを中心とした災害医療体制の強化 ○医薬品等の確保に向けて、薬剤師会や事業者と連携した供給体制の強化

○検視・検案体制の構築及び広域火葬体制の充実・強化

第２節 課題

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

世田谷区災害医療コーディネーターの設置

負傷者等の搬送体制の確保

災害薬事センターの運営方法、医薬品の調達方法
の整備

被害状況及び医療機関情報等の把握

災害薬事コーディネーターの調整による医薬品等の調達・供給

○ 初動医療体制等の整備

○ 医薬品・医療資器材の確保

○ 初動医療体制

○ 医薬品・医療資器材の供給

関係機関との連携による体制の整備

○ 遺体の取扱い

行方不明者の捜索、収容、検視・検案・身元確認等

○ 行方不明者の捜索・遺体の検視・検案・身元確認等

○ 世田谷区災害医療コーディネーターを中心とした医
療救護本部の設置、区内医療関係団体による緊急医
療救護班等及び医療救護班等の編成により、初動医
療体制を確立

○ 避難所への避難所用応急救急セットの配備、医療救
護所となる避難所への医療救護所用災害医療セット
等の配備、緊急医療救護所への緊急医療救護所用医
療器具等の配備

第１節 現在の到達状況

防疫体制の整備

世田谷区災害医療コーディネーターと連携した医療救護活動

感染症の発生及びまん延の防止

被災動物の保護

○ 防疫体制の確立

火葬特例の適用・許可証発行、広域火葬の実施

○ 火葬体制等

負傷者等の搬送

区災対医療衛生部による保健活動、こころのケア等の医療支援

医療救護活動等の確保（医療救護班等の確保、災
害医療運営連絡会の設置場所の確保、医療救護本
部の整備等）

○ 関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠
点連携病院、警察、消防等による「災害医療運営連
絡会」における災害時の医療救護活動の課題の検討

○ 医療関係、団体病院、二次保健医療圏の基幹病院と
の情報連絡体制の強化

○ 医薬品等が不足した場合に備え、東京都及び卸売販
売業者との連携を強化

○ 検視・検案の体制、広域火葬体制の具体化

第３節 対策の方向性
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第７章 医療救護等対策 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 初動医療体制の確立 

震災時の負傷者に対応していくため、より迅速な医療救護活動が行えるよう実効性のある体

制を整えるとともに、都や医療機関等との連携を強化した。 

これまでの具体的な取り組みは次の事項である。 

 

○ 区内病院のうち、災害拠点病院４箇所、災害拠点連携病院２箇所の指定を東京都より

受けている（令和２年１０月現在）。 

○ 医療救護活動の統括・調整を行うために、区災害医療コーディネーターを中心とした

医療救護本部を設置する。 

○ 医療救護本部には、医薬品等管理の統括・調整を行う区災害薬事コーディネーターも

常駐し、区災害薬事センターの運営等を行う。 

○ 緊急医療救護所で活動を行うため、区内医療関係団体による緊急医療救護班等を編成

する。 

○ 医療救護所で活動を行うため、区内医療関係団体による医療救護班等を編成する。 

 

○ 災害時の医療救護体制は、以下のとおりである。 

 

【災害拠点病院等】 

指定区分 説    明 

災害拠点病院 

主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

（基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病

院で構成される） 

災害拠点連携病院 
主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う都が指

定する病院 

災害医療支援病院 専門治療、慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う病院 

 

【緊急医療救護所等】 

名  称 説    明 

緊急医療救護所 

発災後、速やかに、災害拠点病院などの隣接地等に設置する医療

救護所で、主にトリアージ、軽症者に対する応急処置及び搬送調

整を行う場所 

医療救護所 

おおむね超急性期までに避難所内に設置する医療救護所で、主に

トリアージ、軽症者に対する応急処置及び搬送調整を行う場所 

（東京都の地域防災計画では、避難所医療救護所と表記されてい
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る） 

医療救護本部 

医療救護活動の統括・調整を行う場所 

（東京都の地域防災計画では、医療救護活動拠点と表記されてい

る） 

 

【災害医療コーディネーター・災害薬事コーディネーター】 

名  称 説    明 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して医学

的助言を行う都が指定する医師 

東京都地域災害医療 

コーディネーター 

二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するため、都が指

定する医師 

（世田谷区は、区西南部二次保健医療圏（世田谷区、目黒区及び

渋谷区）となる） 

区災害医療 

コーディネーター 

医療救護活動を統括・調整するため、区に対して医学的助言を行

う区が指定する医師で、医療救護本部に常駐する 

区災害薬事コーディ

ネーター 

薬事の観点から区災害医療コーディネーターをサポートし、医療

救護活動が円滑に行われるように、医薬品に関する情報収集や薬

剤師班の活動を調整する薬剤師で、医療救護本部に常駐し、災害

薬事センター長となる 

 

２ 医薬品・医療資器材の確保 

○ 緊急医療救護所には、緊急医療救護所用医療器具等を配備している。 

○ 医療救護所には、医療救護所用災害医療セット等を配備している。 

○ 避難所には、避難所用応急救急セットを配備している。 

○ 医薬品卸売販売業者６社と「災害時における医薬品等の調達に関する協定」を結んで

いる（令和２年１月現在） 

 

３ 遺体の取扱い 

○ 区内施設に遺体収容所を設置する。 

○ 検視・検案活動は、警視庁・警察署及び都福祉保健局等の関係機関が行い、要請に基

づき歯科医師会が身元確認班を編成し協力する。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被 害 項 目 想定される被害 

負傷者数 最大 7,449人（冬の夕方 18時） 

 重傷者数 最大 1,366人（冬の夕方 18時） 

死者数 最大   655人（冬の夕方 18時） 

 

１ 初動医療体制等の確立 

区内で 7,449 人の負傷者（うち重傷者は 1,366 人）の発生が想定されており、迅速な医療

救護活動と受入医療機関の確保が必要である。 

このため、限られた医療資源を有効に活用するため、医療救護活動の体制強化を図る必要

がある。 

また、災害時において円滑に医療救護活動を行えるよう、二次保健医療圏を含めた情報連

絡体制の強化をする必要がある。 

 

２ 医薬品・医療資器材の確保 

災害に備え、医薬品等を配備しているが、医薬品が不足した場合、医薬品及び資器材を確

実に確保する必要がある。 

 

３ 遺体の取扱い 

被害想定による死者数（区内最大 655 人）に対応するため、関係機関と連携し、体制を強

化する必要がある。遺体収容所の業務手順や備蓄内容を整理する。 

都では、都内火葬場の被害状況に対応できるよう、広域火葬実施計画を整備している。 
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第３節 対策の方向性 

１ 初動医療体制等の確立 

関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠点連携病院、警察、消防等による災害医

療運営連絡会で、災害時の医療救護活動について、課題の検討等を行っている。 

また、医療関係、団体病院、二次保健医療圏の基幹病院との情報連絡体制を強化する。 

 

２ 医薬品・医療資器材の確保 

医薬品等が不足した場合に備え、東京都及び卸売販売業者との連携強化を図る。 

 

３ 遺体の取扱い 

関係機関等と連携し、検視・検案の体制について役割分担と手順の具体化を進める。 

また、協定を締結している民間関係団体とも連携して、遺体の搬送に協力し、広域火葬体制

での迅速な対応の実現を図る。 
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第４節 到達目標 

１ 災害医療コーディネーターを中心とした災害医療体制を強化 

区は、医療救護本部を設置し、区災害医療コーディネーターを中心に、区内病院、二次保健

医療圏（東京都地域災害医療コーディネーター）等と連携して、区内の人的被害及び医療機関

の被災状況や活動状況等を把握し、関係機関と迅速かつ確実な情報連絡体制や地域の実情を踏

まえた医療連携体制を強化する。 

 

２ 医薬品等の確保に向けて、薬剤師会や事業者と連携した供給体制の強化 

医薬品や医療資器材の確保に向けて、東京都、薬剤師会及び卸売販売業者と連携した供給体

制を強化する。 

 

３ 検視・検案体制の構築及び広域火葬体制の充実・強化 

震災時における遺体の検視・検案等に関しては、速やかな検視・検案等に資するため、関係

機関と連携し、検案医等の体制や情報連絡体制を確保する。 

また、震災時における広域火葬に関しては、速やかに火葬を行う体制の充実・強化を図り、

民間事業者や他自治体との連携や協力体制を確保する。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 初動医療体制等の整備 ３ 遺体の取扱い 

２ 医薬品・医療資器材の確保  

 

１ 初動医療体制等の整備 

１－１ 情報連絡体制等の確保 

広域的な連携体制の下、迅速かつ的確に医療の提供を行うため、基盤整備を強化し、災害時

医療体制の充実を図る。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

〇 医療救護本部における情報収集内容の整理 

〇 東京都地域災害医療コーディネーターとの連絡体制等の整理 

〇 緊急医療救護所の連絡体制の整理 

〇 医療救護所の連絡体制の整理 

〇 医療機関の被災状況等の把握方法の整理 

〇 医療関係団体、病院等の緊急連絡先の作成 

〇 デジタルＭＣＡ無線等の通信訓練の実施 

◎災対統括部 ○ 防災行政無線等の整備 

○ 通信訓練等の実施 

都福祉保健局 ○ 把握すべき医療機関の被害状況及び活動状況等の事項を事前に整理 

○ 東京都災害医療コーディネーターを中心とした都全域の情報連絡体制及び東京

都地域災害医療コーディネーターを中心とした圏域内の情報連絡体制を確保し、

各コーディネーターによる統括・調整機能の確立  

都病院経営本部 ○ 都福祉保健局及び関係機関との連絡体制を確立 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部 

〇 区は、医療救護活動の統括・調整を行う医療救護本部に必要な情報収集内容について、

整理を行う。 

〇 区は、東京都地域災害医療コーディネーターと連携し、連絡体制等の整理を行う。 

〇 区は、医療救護本部と緊急医療救護所との連絡体制について、整理を行う。 

〇 区は、医療救護本部と医療救護所との連絡体制について、整理を行う。 

〇 区は、医療機関の被災状況等の把握方法について、ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報

システム）の活用と併せて、病院等と調整を行う。 

〇 区は、医療関係団体、病院等の緊急連絡先をまとめる。 
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【実施主体】区災対統括部、区災対医療衛生部 

○ 区は、災害拠点連携病院等と区との情報連絡体制を構築するため、防災行政無線等の

整備を推進するとともに、通信訓練等を実施する。 

 

【実施主体】都 

ア 都全域の情報連絡体制 

○ 都は、東京都災害医療コーディネーターが、都全域の被災状況や医療機関の活動状況

等について迅速に把握できるように、東京都地域災害医療コーディネーター、災害時小

児周産期リエゾン、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会及び区市町村などの関係機関

と連携し、情報連絡体制を構築する。 

 

イ 各二次保健医療圏の情報連絡体制 

○ 都は、東京都地域災害医療コーディネーターが、二次保健医療圏内の被災状況や医療

機関の活動状況等について迅速に把握できるように、情報連絡体制を構築するとともに、

情報通信訓練等を実施する。 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、地域災害医療連携会議を開催し、東京都地

域災害医療コーディネーターを中心として、圏域内の医療資源の把握や医療機関及び行

政機関等との連携など、地域の特性に応じた具体的な方策を検討する。 

○ 二次保健医療圏ごとに、傷病者の搬送や受け入れ医療機関の調整、関係機関同士の連

絡体制などを確認・検証するための図上訓練を実施する。 
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１－２ 医療救護活動等の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

〇 医療救護本部の設置、運営内容の整理 

〇 区災害医療コーディネーターの選任 

〇 区災害薬事コーディネーターの選任 

〇 緊急医療救護所の設置、運営内容の整理 

〇 緊急医療救護班等の名簿の作成 

〇 医療救護所の設置、運営内容の整理 

〇 医療救護班等の名簿の作成 

〇 災害医療運営連絡会の運営 

災対地域本部 ○ 医療救護所の設置場所の確保、運営体制の整備 

東京消防庁 ○ 東京 DMAT連携隊を編成し東京 DMATと連携 

○ 都福祉保健局等とともに、東京 DMATと連携した救出救助活動の訓練

を実施 

都福祉保健局 ○ 東京 DMAT及び東京 DPAT隊員を養成 

○ 都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班等の確保 

○ 東京消防庁等とともに、救出救助活動と連携した東京 DMATの活動訓練等を実施 

○ 病院や薬局等医療機関の BCP（事業継続計画）策定を支援 

○ DHEAT構成員の養成 

○ 応援保健医療活動チームの受入体制の整備 

都病院経営本部 ○ 都立病院（広尾病院・墨東病院・多摩総合医療センター）に東京 DMATを整備 

○ 都立・公社病院（※）の医療救護班を整備 

○ 都立病院（松沢病院・広尾病院・墨東病院・多摩総合医療センター・小児総合医

療センター）・公社病院（豊島病院）に東京 DPATを整備 

○ 医療機能を継続するため、都立病院の BCP（事業継続計画）を策定 

 ※ 公社：公益財団法人東京都保健医療公社 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 医療救護本部の整備 

【実施主体】区災対医療衛生部、災対統括部 

〇 区は、医療救護本部の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の整

理を行っている。 

〇 区は、医師会からの推薦を受け、医療救護活動等を統括・調整するために区災害  

医療コーディネーターを選任する。 

〇 区は、薬剤師会からの推薦を受け、医薬品等管理の統括・調整を行う区災害薬事コ

ーディネーターを選任する。 

 

② 緊急医療救護所、医療救護所の整備 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 

〇 区は、緊急医療救護所の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の   
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整理を行っている。 

〇 区は、医療関係団体の協力を得て、緊急医療救護班等の名簿を作成している。 

〇 区は、医療救護所の設置、運営内容について、医療関係団体、病院等と課題の整理

を行っている。 

〇 区は、医療関係団体の協力を得て、医療救護班等の名簿を作成している。 

 

③ 災害医療運営連絡会の設置 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対保健福祉部、区災対統括部、区災対地域本部、区

災対教育部 

○ 区は、関係所管課、医療関係団体、災害拠点病院、災害拠点連携病院、警察、消防等

による災害医療運営連絡会で、災害時の医療救護活動について、課題の検討、連絡調整

を行っている。 

 

④ 東京都の活動 

【実施主体】都福祉保健局 

ア 東京 DMATの確保・養成 

○ 都は、平成 16 年に発足させた東京 DMAT を擁する東京 DMAT 指定病院 25 病院の機能

を確保できるように、隊員養成を行う。 

○ 東京 DMAT のチーム編成は原則として医師１名、看護師等２名の計３名を基準とす

る。ただし、必要に応じて業務調整員を含めることができる。 

○ 東京消防庁は、東京 DMAT 連携隊を編成し、東京 DMAT と一体的に活動することを原

則とし、平常時からの情報共有等を図る。 

 

イ 東京 DPATの確保・養成 

○ 都は平成 30年度に発足した東京 DPATの隊員への研修を行う。 

○ 東京 DPATのチーム編成は、精神科医師、看護師、業務調整員等を含めた４名を標準

とする。 

 

ウ 医療救護班等の確保 

○ 病院又は区市町村の医療救護活動を応援・補完する立場から、東京都医師会、東京

都歯科医師会及び東京都薬剤師会などの関係機関と協定や委託契約を締結し、医療救

護活動の体制を確保している。 

○ 災害時における迅速な医療活動等を確保するため、都医療救護班（都医師会に限る。）、

都歯科医療救護班、都薬剤師班の従事者に災害時医療従事者登録証を事前に発行して

いる。 

エ 医療機関等の機能維持に向けた取組み 

○ 都福祉保健局は、医療機関等が BCP（事業継続計画）を策定できるように、支援する。 

○ 病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、災害時においても医療機能を維持できるよ

うに、あらかじめＢＣＰ（事業継続計画）を策定するとともに、訓練等を定期的に実
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施する。 

 

オ DHEAT構成員の養成・確保 

○ 都は、DHEAT構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための研修等

を実施する。 

 

カ 応援保健医療活動チームの受入れ体制の整備 

○ 都福祉保健局は、都外から参集する応援保健医療活動チームを速やかに受け入れ、

迅速な医療救護活動に繋げるために、受入れ体制を整備する。 

 

 

１－３ 負傷者等の搬送体制の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療

衛生部 

○ 緊急医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 

災対地域本

部 

○ 負傷者の搬送方法の整備 

○ 医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 

災対物資管

理部 

○ 負傷者の搬送方法の検討 

○ 緊急医療救護所及び医療救護所における傷病者の搬送体制の構築 

東京消防庁 ○ 東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会と協定を締結 

都総務局 ○ 救出救助活動拠点等を選定し確保 

都福祉保健局 ○ 行政機関や民間事業者団体を含め、複数の搬送手段を確保 

○ 被災地域外への広域搬送を確保するため、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の

設置場所を確保 

○ 日本救急医療財団と協定を締結し、航空機による搬送手段を確保 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、東京消防庁、都総務局、都福祉保健局 

○ 区及び都は、車両等を保有する関係機関との新たな協定締結に向けて取り組み、更に

搬送手段の拡充を図る。 

 

【実施主体】都総務局 

○ 自衛隊、警察災害派遣部隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他の広域支援・救助

部隊等の活動拠点として使用するオープンスペースを、国や区市町村及び関係機関等と

協議の上、あらかじめ確保する。 
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【実施主体】都総務局、都福祉保健局 

○ 自衛隊等関係機関と協議の上、自衛隊の大型ヘリコプターが患者搬送のために離発着

できる場所や、艦船が接岸できる場所について、あらかじめ候補地を選定する。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）の設置・運営について、体制を整備する。 

○ 応援保健医療活動チームの参集・待機場所について調整・確保する。 

 

 

１－４ 防疫体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛生

部 

○ 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布体制の整備 

災対地域本部 ○ 防疫用資器材の備蓄及び配布体制の整備 

都福祉保健局 ○ 薬品等の受入・調達計画を策定 

○ 防疫に関して周知するためのリーフレットを作成 

○ 区市町村、関係団体等と連携した動物救護体制の整備 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 

○ 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布体制を整備しておく。 

① 飲料水関係については、平常時においてあらかじめ次の措置を講ずる。 

ア 残留塩素等の簡易検査器具等を、保健所及び各総合支所に配備する。 

イ 消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム）を、保健所及び各総合支所に備蓄する。 

② その他の消毒薬等の調達 

消毒薬等は区備蓄分及び業者から調達できるよう検討する。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 避難所における飲料水の安全を確保するため、水の消毒薬や消毒効果を確認するため

の器材を備蓄する。 
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２ 医薬品・医療資器材の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

○ 災害薬事センターの設置・運営の整理 

災対地域本部 ○ 避難所に備蓄された医薬品等の管理 

災対統括部 ○ 緊急医療救護所及び医療救護所に配備された医薬品等の管理 

薬剤師会 ○ 災害時の情報連絡体制を整備 

○ 薬剤師班の編成体制等を整備 

都福祉保健局 ○ 都医療救護班や医療救護所に医薬品等を供給できるよう、災害用救急医療

資器材・単品補充用医薬品を備蓄 

○ 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材の

備蓄及び医薬品等を確保 

○ 医薬品集積センターの設置場所の要件や運営方法をあらかじめ関係機関と

協議 

○ 東京 DMAT 指定病院に災害時医療支援車（東京 DMAT カー）や医療資器材等

を配備 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対統括部、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師

会等 

○ 薬剤師会等と災害時の協力協定を締結するなど、関係機関との連携・協力体制を整備

しておく。 

○ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会等と協議の上、緊急医療救護所、医療

救護所や避難所等で使用する医薬品等を備蓄している。備蓄量は発災から３日間で必要

な量を目安とする。 

○ 災害薬事センターの設置場所は、保健医療福祉総合プラザ（保健医療福祉の拠点「う

めとぴあ」内）とする。区は、運営方法、納入先及び納入先への搬送方法等、災害薬事セ

ンターにおける具体的な活動内容等について、薬剤師会及び医薬品卸売販売業者と協議

しておく。なお、卸売販売業者は、原則として、緊急医療救護所及び医療救護所で使用

する医薬品は直接、各緊急医療救護所及び各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品は

区の災害薬事センターへ納品するものとする。 

○ 区は、医薬品等の調達方法（卸売販売業者への発注方法等）について、あらかじめ具

体的に薬剤師会及び卸売販売業者と協議しておく。 

 

【実施主体】災害拠点病院等 

○ 災害拠点病院等は、３日分程度の医薬品等を備蓄する。 

○ 災害拠点精神科病院は、医薬品等を備蓄する。 

○ 災害拠点病院、災害拠点連携病院等は、災害時においても診療を継続できるよう事業

継続計画（BCP）を作成し、それに基づき医薬品等の備蓄に努める。 
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【実施主体】都福祉保健局 

○ 都、卸売販売業者及び災害時協力協定締結団体（※）は、災害時の医薬品等の供給体

制を構築する。なお、医薬品等の供給の優先順位については、災害拠点病院に優先供給

することを基本的な考え方とし、状況により逐次、東京都災害医療コーディネーター等

に助言を求めることとする。 

※災害時協力協定締結団体：東京都薬剤師会、東京医薬品卸業協会、日本医療機器協会、

日本産業・医療ガス協会、日本衛生材料工業連合会、大東京歯科用品商協同組合 

○ 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関と連携体

制を構築する。 

○ 災害時の調達業務を円滑に行うために、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団

体職員の都への派遣協定を締結するといった準備を行う。 

○ 都医療救護班や医療救護所に医薬品等を供給できるよう、災害用救急医療資器材・単

品補充用医薬品を備蓄する。 

○ 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材の備蓄を進め

るとともに、必要な医薬品等の確保に努める。 

○ 災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者からの購入を基本とし、支援物資（製

薬団体等から提供される無償の医薬品等）の利用はその補完的な位置付けとする。 

国、製薬団体、都薬剤師会等と医薬品等の支援物資の要請方法及び受入れ方法を協議

の上、以下の「医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針」を製薬団体等の関係団

体にあらかじめ周知し、協力を求める。 

○ 関係機関とあらかじめ医薬品集積センターの設置場所の要件や運営方法、災害薬事セ

ンターへの搬送方法等具体的な活動内容について協議しておく。 
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〔医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針〕 

ア 個人からの支援物資は基本的に受け入れない。 

イ 必要に応じて国やメーカーへ支援を要請する。 

ウ 都が要請した物資以外で製薬団体等から支援の申し出があった物資は、都が

必要と判断したものを受け入れる（都に事前連絡が必要）。 

エ 都は発災後、医薬品集積センターを設置し、イ及びウによって提供された支

援物資を医薬品集積センターで受け入れ、仕分けをした上で区市町村の災害薬

事センターへ提供する。 

（東京都地域防災計画 震災編より） 

 

 

３ 遺体の取扱い 

（１）対策内容と役割分担 

行方不明者や死亡者の捜索、遺体の収容、検視・検案等の各段階において、区及び関係機

関が相互の役割を理解し、連携して取り組む体制を整備する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対土木

部 

○ 行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項 

災対地域本

部 

○ 行方不明者の捜索、遺体搬送に関する等の情報収集 

•  遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項 

•  遺体収容所設置等に供する資器材の確保、調達、保管及び整備に関

する事項 

○ 遺体収容所は、死者の尊厳や遺族感情への配慮、効率的な検視・検案・

身元確認の実施に資するよう、下記の条件を満たす施設を事前に指定・

公表するよう努める。 

•  屋内施設 

•  避難所や医療救護所など他の用途と競合しない施設 

•  検視・検案も確保可能な一定の広さを有する施設 

•  身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設 

なお、指定に当たっては、水、通信等のライフライン及び交通手段

の確保についても、可能な限り考慮する。 

都福祉保健局 ○ 区市町村が設置する遺体収容所の衛生管理運営等を指導 

○ 都医師会や日本法医学会等と連携し、検案医の養成研修や死体検案認定医制度の

普及啓発 

○ 遺体の火葬に関する広域連携体制を構築 
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第２ 応急対策 

１ 初動医療体制等 ３ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身

元確認等 ２ 医薬品・医療資器材の供給 

 

【医療救護活動におけるフェーズ区分】 

区分 想定される状況 

０ 
発災直後 

（発災～６時間） 

建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が多数発生し、救出

救助活動が開始される状況 

１ 
超急性期 

（６～72時間） 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、ライフラ

インや交通機関が途絶し、被災地外からの人的・物的支援の受

入れが少ない状況 

２ 
急性期 

（72時間～１週間程度） 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復旧し始めて、

人的・物的支援の受入体制が確立されている状況 

３ 
亜急性期 

（１週間～１か月程度） 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復旧してい

る状況 

４ 
慢性期 

（１～３か月程度） 

避難生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ復旧して、

地域の医療機関や薬局が徐々に再開している状況 

５ 
中長期 

（３か月以降） 

医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ回復している状

況 
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【主な医療救護活動】 

 

 

フェ
ー

ズ
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１ 初動医療体制 

 都福祉保健局を保健医療調整本部として位置付け、関係各機関と協力し、以下本章におけ

る保健医療活動の総合調整を図る。 

 

１－１ 医療情報の収集伝達体制 

（１）対策内容と役割分担 

区は、医療機関の被害状況や活動状況の情報等について迅速かつ的確に把握する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

○ 医師会及び区災害医療コーディネーター等と連携して、人的被害及

び医療機関（診療所、歯科診療所及び薬局）の被災状況や活動状況等

を把握し、圏域内の医療対策拠点に報告 

○ 地域住民に対する相談窓口の設置 

災対地域本部 ○ 地域住民に対する情報提供 

医師会 

歯科医師会 

薬剤師会等 

○ 被害状況及び活動状況等を把握し、都及び区市町村へ報告 

都福祉保健局 ○ 区市町村、東京消防庁・消防署、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会など

関係機関と連携し、東京都災害医療コーディネーターを中心に被害状況及び活動

状況等を収集 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、各二次保健医療圏内の医療機関の被

害状況等を収集し、東京都災害医療コーディネーターと情報を共有 

○ 医療機関の被害状況及び活動状況等を区市町村と情報を共有 

○ 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報 

 

（２）業務手順 

【発災直後の医療連携体制（イメージ）】 

 

 

東
京
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
登
録
機
関 
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 

〇 区は、医療救護本部を設置し、区災害医療コーディネーターを中心に医師会等の関係

機関と連携して、区内の人的被害及び医療機関（病院、診療所、歯科診療所及び薬局等）

の被災状況や活動状況等を把握し、区災害医療コーディネーターが区西南部二次保健医

療圏の医療対策拠点（都立広尾病院）の地域災害医療コーディネーターに報告する。 

〇 緊急医療救護所、医療救護所の設置状況や医療機関の活動状況を区民に周知する。 

＊災害時医療救護活動マニュアル（都福祉保健局） 

＊災害時歯科医療救護活動マニュアル（都福祉保健局） 

＊災害時における薬剤師班活動マニュアル（都福祉保健局） 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 東京都災害医療コーディネーターが中心となり、区市町村、東京消防庁、都医師会、

都歯科医師会及び都薬剤師会など関係機関が連携して被害状況及び医療機関の活動状況、

他県からの DMAT・DPAT・医療チームの派遣状況などの情報を一元的に収集する。 

○ 二次保健医療圏ごとに医療対策拠点を設置し、東京都地域災害医療コーディネーター

を中心に圏域内の被害状況や医療機関の活動状況等の情報を収集する。 

○ 収集した医療情報を区市町村等の関係機関に提供する。 

○ 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報を行う。 

 

【実施主体】都福祉保健局、都病院経営本部 

○ 防災行政無線及び広域災害救急医療情報システム（EMIS）等を活用して、医療機関か

ら情報収集を行う。  
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１－２ 初動期の医療救護活動 

（１）対策内容と役割分担 

 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

○ 医療救護本部において、区災害医療コーディネーター、区災害薬事

コーディネーターの助言を受け、医療救護活動の統括・調整を行う。 

○ 緊急医療救護班等により緊急医療救護所を設置・運営する。 

○ 災対地域本部により医療救護所が設置され次第、医療救護班等によ

り運営を開始する。 

○ 医療救護体制が不足する場合には、東京都地域災害医療コーディネ

ーターに応援を求める。 

災対地域本部 ○ 災害時における医療救護を応急に開設 

○ 避難所等に医療救護所を設置 

○ 避難所等において定点・巡回して活動を実施 

東京消防庁・消防署 ○ 都福祉保健局と連携して、可能な範囲で救急隊を派遣 

○ 東京 DMATと連携して、救命処置等を実施 

医師会 ○ 区との協定に基づき、緊急医療救護班、医療救護班を派遣する。 

歯科医師会 ○ 区との協定に基づき、緊急歯科医療救護班、歯科医療救護班を派遣

する。 

薬剤師会 ○ 区との協定に基づき、緊急薬剤師班、薬剤師班を派遣する 

柔道整復師会 ○ 区との協定に基づき、緊急柔道整復師班、柔道整復師班を派遣する。 

○ 救護所において行う応急救護は、医師の指示により実施 

助産師会 ○ 区との協定に基づき、妊産婦支援班を派遣する。 

都福祉保健局 ○ 医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整 

○ 東京都災害医療コーディネーターの助言を受け、都内全域の医療救護活動等を統

括・調整 

○ 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

○ 災害発生現場等の多数傷病者に対し救命処置を実施するため、東京 DMATを派遣 

○ 災害時の精神科医療ニーズに対応するため、東京 DPATを派遣 

○ 区市町村から要請があった場合、又は都において医療救護の必要があると認めた

場合は、都医療救護班等を派遣 

○ 都病院経営本部のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点病院に都医療救護

班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の派遣をそれ

ぞれ要請し、医療救護所等へ派遣 

○ 医療救護体制が不足する場合には、九都県市相互応援協定等に基づき、応援を要

請 

○ 相互応援協定等に基づく医療救護班や日本 DMAT 等医療救護チームの要請・受入

システムや医療スタッフ等の受入体制を確立し、活動拠点等を確保（各二次保健医

療圏） 

○ 基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院に二次保健医療圏医療対策拠点を

設置 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、都職員とともに圏域内の医療救護活動

等を統括・調整 
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機関名 対策内容 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて地域災害医療連携会議を

開催し、圏域内の医療救護活動を調整 

○ 都保健所は、公衆衛生的見地から地域災害医療コーディネーター及び市町村を支

援 

 

（２）業務手順 

○ 都は、医療機関に対して、空床の確保や収容能力の臨時拡大等の対応を行うよう要請

する。 

○ 東京 DMATを被災現場に派遣し、救出救助の部隊と連携して多数傷病者等の救命処置等

を実施する。都から出動要請を受けた東京 DMATは、東京消防庁・消防署とともに被災現

場へ出動し、東京消防庁・消防署の指揮下で救命処置等の医療救護活動を行う。 

○ 都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会及び日赤東京都支部等の関係機関に対し

て、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班（以下、「都医療救護班等」という。）

の編成を要請し、区市町村からの要請を受けて派遣する。 

○ 都医療救護班等は、区の計画等に基づき、区が設置した医療救護所等において医療救

護活動を実施する。 

○ 都内被害状況に応じ東京 DPATを派遣する。 
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【超急性期に想定される傷病者の流れ】 

 

※ 災害拠点病院は主に重症者を、災害拠点連携病院は主に中等症者を受入れる。 

災害医療支援病院は、専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う。  
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（３）詳細な取組み内容 

① 災害医療コーディネーター 

○ 医療救護本部において、区災害医療コーディネーターは、区が把握する被災地の負

傷者の状況及び医療機関の対応状況を踏まえ、医療救護活動等を統括・調整するため

に医学的な助言を行う。 

○ 区災害医療コーディネーターは、関係機関と連携し、地域の状況を区西南部二次保

健医療圏の地域医療コーディネーターに報告し、必要な支援を要請する。 

 

② 緊急医療救護所における緊急医療救護班等の活動 

【実施主体】区災対医療衛生部 

ア 派遣要請 

緊急医療救護班等は、緊急医療救護班、緊急歯科医療救護班、緊急薬剤師班、緊急柔

道整復師班により構成される。 

（ア）世田谷区において震度５弱または５強の地震が発生した場合 

区は、災害状況に応じ医療救護の必要を認めた場合は、緊急医療救護所の開設判断

を行い、医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに柔道整復師会に派遣を要請する。 

（イ）世田谷区において震度６弱以上の地震が発生した場合 

区の派遣要請を待たず、医師会、歯科医師会及び薬剤師会並びに柔道整復師会は、

緊急医療救護所の立ち上げに向けた活動を速やかに開始する。 

＊災害時の医療救護活動についての協定書（世田谷区医師会・玉川医師会） 

〔資料編資料協定第 44・P436〕 

＊災害時の医療救護活動についての協定書（世田谷区薬剤師会） 

〔資料編資料協定第 45・P439〕 

＊災害時の歯科医療救護活動についての協定書（世田谷区歯科医師会・玉川歯科医師会） 

〔資料編資料協定第 47・P444〕 

＊災害時における医療救護活動に対する協力に関する協定（世田谷区柔道整復師会） 

〔資料編資料協定第 49・P448〕 
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イ 班編成 

（ア）緊急医療救護班 

医師会は、次により緊急医療救護班を編成する。緊急医療救護班には、各班に班長

を置くこととする。 

なお、関東中央病院については、世田谷区医師会及び玉川医師会両方から班を出動

する。 

 世田谷区医師会 玉川医師会 計 

班数 

５班 

（関東中央病院含

む） 

２班 

（関東中央病院含

む） 

７班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 15班 ６班 21班 

班
の
構
成
人
員 

医師 ５ ５  

看護師 ３ ３  

事務 ２ ２  

計 10 10  

 

（イ）緊急歯科医療救護班 

歯科医師会は、次により緊急歯科医療救護班を編成する。 

なお、関東中央病院については、世田谷区歯科医師会及び玉川歯科医師会両方から

班を出動する。 

 

世田谷区 

歯科医師会 

（関東中央病院含

む） 

玉川 

歯科医師会 

（関東中央病院含

む） 

計 

班数 ５班 ２班 ７班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 15班 ６班 21班 

班の構成

人員 

歯科医師 ２ ２  

計 ２ ２  
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（ウ）緊急薬剤師班 

薬剤師会は、次により緊急薬剤師班を編成する。 

 
世田谷 

薬剤師会 

玉川砧 

薬剤師会 
計 

班数 １班 ５班 ６班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 ３班 15班 18班 

班の構成

人員 

薬剤師 ２ ２  

計 ２ ２  

 

（エ）緊急柔道整復師班 

柔道整復師会は、次により緊急柔道整復師班を編成する。 

 柔道整復師会 

班数 ６班 

期間 ３日 

延出動班数 18班 

班の構成人員 
柔道整復師 ４ 

計 ４ 

 

ウ 活動場所 

緊急医療救護班、緊急歯科医療救護班、緊急薬剤師班及び緊急柔道整復師班の救護活

動は、原則としては、あらかじめ区が指定した緊急医療救護所において行う。 

 

〔緊急医療救護所一覧〕 

分類 名称 所在地 

災害拠点病院 

至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷５－19－１ 

関東中央病院 世田谷区上用賀６－25－１ 

松沢病院 世田谷区上北沢２－１－１ 

玉川病院 世田谷区瀬田４－８－１ 

災害拠点連携病院 
世田谷北部病院 世田谷区南烏山２－９－17 

国立成育医療研究センター 世田谷区大蔵２－10－１ 

 

エ ベストの着用 

区は災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で活動す

る際には指定の色のベストを身に付けることとしている。 

（赤：医師、緑：看護師、青：歯科医師、オレンジ：薬剤師、紺：柔道整復師、黄：事務） 

オ 活動内容 

（ア）緊急医療救護班 

○ トリアージの実施 
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○ 重症者や中等症者の災害拠点病院等への搬送調整 

○ 軽症者に対する応急処置 

（イ）緊急歯科医療救護班 

○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ その他緊急医療救護所の運営に関すること 

（ウ）緊急薬剤師班 

○ 緊急医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

○ 緊急医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 

○ その他緊急医療救護所の運営に関すること 

（エ）緊急柔道整復師班 

○ 医師の指示による応急手当の業務（柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19 号）に

規定する業務の範囲内に限るものとする。） 

○ その他緊急医療救護所の運営に関すること 

 

③ 医療救護所における医療救護班等の活動 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 

ア 派遣要請 

（ア）医療救護班等は、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班、柔道整復師班により構

成される。 

区は、災害状況に応じ医療救護の必要を認めた場合は、区災対地域本部により医療

救護所が設置され次第、速やかに医師会、歯科医師会、薬剤師会及び柔道整復師会に、

医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班及び柔道整復師班の派遣を要請する。 

＊災害時の医療救護活動についての協定書（世田谷区医師会・玉川医師会） 

〔資料編資料協定第 44・P436〕 

＊災害時の医療救護活動についての協定書（世田谷区薬剤師会） 

〔資料編資料協定第 45・P439〕 

＊災害時の歯科医療救護活動についての協定書（世田谷区歯科医師会 

・玉川歯科医師会）〔資料編資料協定第 47・P444〕 

＊災害時における医療救護活動に対する協力に関する協定（世田谷区柔道整復師会） 

〔資料編資料協定第 49・P448〕 

 

（イ）区は、医療救護班等だけでは対応が困難な場合は、地域災害医療コーディネーター

を通じて都福祉保健局長及びその他関係機関に協力を要請する。 
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イ 班編成 

（ア）医療救護班 

医師会は、次により医療救護班を編成する。 

 世田谷区医師会 玉川医師会 計 

班数 15班 ５班 20班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 45班 15班 60班 

班
の
構
成
人
員 

医師 ５ ５  

看護師及保健師 ３ ３  

事務 ２ ２  

計 10 10  

 

（イ）歯科医療救護班 

歯科医師会は、次により歯科医療救護班を編成する。 

 
世田谷区 

歯科医師会 

玉川 

歯科医師会 
計 

班数 15班 ５班 20班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 45班 15班 60班 
班
の
構
成
人
員 

歯科医師 １ １  

歯科衛生士 １ １  

歯科技工士 １ １  

計 ３ ３  

 

（ウ）薬剤師班 

薬剤師会は、次により薬剤師班を編成する。 

 
世田谷区 

薬剤師会 

玉川砧 

薬剤師会 
計 

班数 ９班 11班 20班 

期間 ３日 ３日  

延出動班数 27班 33班 60班 

班の構成

人員 

薬剤師 ２ ２  

計 ２ ２  

 

（エ）柔道整復師班 

柔道整復師会は、次により柔道整復師班を編成する。 

 柔道整復師会 

班数 20班 

期間 ３日 

延出動班数 60班 

班の構成人員 
柔道整復師 ４ 

計 ４ 
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ウ 活動場所 

医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班、柔道整復師班の救護活動は、原則としては、

あらかじめ区が指定した医療救護所において行う。 

〔医療救護所一覧〕 

番
号 

学校名 

医
師
会
名 

医療 

救護班 

歯
科
医
師
会
名 

歯科 

医療 

救護班 

薬
剤
師
会
名 

薬剤師 

班 

柔
道
整
復
師
会 

柔道 

整復師 

班 

拠点隊 

 (まちづくり 

センター) 

１ 池尻小学校 

世
田
谷
区
医
師
会 

第１班 

世
田
谷
区
歯
科
医
師
会 

第１班 

世
田
谷
薬
剤
師
会 

第１班 

柔
道
整
復
師
会 

第１班 池尻 

２ 桜小学校 第２班 第２班 第２班 第２班 上町 

３ 桜丘中学校 第３班 第３班 第３班 第３班 経堂 

４ 

池之上小学校 

（旧北沢小学

校）（※） 

第８－１班 第４班 第８班 第４班 北沢 

５ 代田小学校 第５班 第５班 第７班 第５班 新代田 

６ 松沢中学校 第６班 第６班 第９班 第６班 松沢 

７ 駒沢小学校 第７－１班 第７班 第４班 第７班 上馬 

８ 駒繋小学校 第７－２班 第８班 第５班 第８班 下馬 

９ 代沢小学校 第８－２班 第９班 第６班 第９班 代沢 

10 芦花中学校 第９－１班 第 10班 

玉
川
砧
薬
剤
師
会 

第５班 第 10班 上祖師谷 

11 烏山小学校 第９－２班 第 11班 第６班 第 11班 烏山 

12 祖師谷小学校 第 10－１班 第 12班 第１班 第 12班 祖師谷 

13 希望丘小学校 第 10－２班 第 13班 第３班 第 13班 船橋 

14 明正小学校 第 11－１班 第 14班 第２班 第 14班 成城 

15 砧南中学校 第 11－２班 第 15班 第４班 第 15班 喜多見 

16 用賀中学校 

玉
川
医
師
会 

第１班 玉
川
歯
科
医
師
会 

第１班 第４班 第 16班 用賀 

17 玉川中学校 第２班 第２班 第２班 第 17班 上野毛 

18 深沢小学校 第３班 第３班 第５班 第 18班 深沢 

19 二子玉川小学校 第４班 第４班 第３班 第 19班 二子玉川 

20 九品仏小学校 第５班 第５班 第１班 第 20班 九品仏 

※ 旧北沢小学校は、令和５年度まで池之上小学校の仮校舎として使用。 
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エ ベストの着用 

区は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で活動

する際には指定の色のベストを身に付けることとしている。 

（赤：医師、緑：看護師、青：歯科医師、オレンジ：薬剤師、紺：柔道整復師、黄：事

務） 

 

オ 活動内容 

（ア）医療救護班 

○ 傷病者に対するトリアージ 

○ 傷病者に対する応急処置及び医療 

○ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定 

○ 助産救護 

○ 死亡の確認及び遺体の検案への協力 

○ その他、都と協議の上必要と認められる業務 

（イ）歯科医療救護班 

○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

○ 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する歯科治療、衛生指導 

○ 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

（ウ）薬剤師班 

○ 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

○ 医療救護所及び災害薬事センター等における医薬品等の仕分け、管理及び受発

注 

○ 避難所等での一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

○ 避難所等での衛生管理・防疫対策への協力 

（エ）柔道整復師班 

○ 救護所等において医師の指示による応急手当の業務（柔道整復師法（昭和 45年

法律第 19号）に規定する業務の範囲内に限るものとする。） 

④ 妊産婦支援班の活動 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対保健福祉部 

区は、災害状況に応じ福祉避難所（母子）の必要を認めた場合は、区災対保健福祉部

により福祉避難所（母子）が設置され次第、助産師会に妊産婦等支援班の派遣を要請す

る。 

 

⑤ 都医療救護班等の活動 

【実施主体】都福祉保健局 

ア 災害医療コーディネーター 

○ 区災害医療コーディネーターは、区が把握する被災地の負傷者の状況及び医療機関

の対応状況を踏まえ、医療救護活動等を統括・調整するために医学的な助言を行う。 
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○ 区災害医療コーディネーターは、関係機関と連携し、地域の状況を区西南部二次保

健医療圏の地域医療コーディネーターに報告し、必要な支援を要請する。 

 

イ 東京 DMATの活動 

○ 東京 DMATの出動に当たっては、東京消防庁との連携によることとし、「東京 DMAT運

営要綱」に基づき活動する。 

○ 災害発生直後からおおむね 72時間後までの間、災害発生現場等、医療の空白地帯に

おいて、多数傷病者に対し救命処置を実施するため、東京 DMATを派遣する。 

○ 都は、東京 DMAT が効果的な活動を行えるよう、東京 DMAT 指定病院と情報の共有等

を行うなど連携を密にするとともに、医療従事者等の迅速かつ円滑な派遣に努める。 

○ 都は、各被災現場の被害状況、出動可能な指定病院及びチーム数等を踏まえ、出動

先及び出動順序について、都福祉保健局、都病院経営本部、東京消防庁と協議の上、

決定する。決定に際しては、東京都災害医療コーディネーターに助言を求めることが

できる。 

○ 都は、災害現場の東京 DMATとの連絡体制の確立に努めるとともに、必要に応じ東京

DMATに対し、医療資器材等の支援を行う。 

 

ウ 東京 DPATの活動 

○ 東京 DPAT は、「東京都災害派遣精神医療チーム運営要領」に基づき活動拠点本部で

の活動や被災区市町村での精神保健医療活動等を行う。 

○ 都は、災害発生直後から、被災した精神科病院の患者の搬送の支援や急性増悪患者

の対応、災害派遣医療チーム等との連携を行うため、東京 DPATを派遣する。 

○ 都は、各被災現場の被害状況、出動可能な登録医療機関及びチーム数等を踏まえ、

出動先及び出動順序について、都福祉保健局、都病院経営本部と協議し決定する。決

定に際しては、必要に応じて東京都災害医療コーディネーターに助言を求める。 

○ 都は、他県からの応援 DPATの受入れに当たっては厚生労働省（DPAT事務局）と調整

するとともに、活動状況等について、派遣した当該他県市等へ情報提供する。 

 

エ 医療救護班の活動 

〇 医療救護班等の活動は、被災直後の超急性期においては、負傷者が多数発生した災

害現場等又は負傷者が殺到する病院等の近接地などに設置する緊急医療救護所を中心

とし、その後は、避難所等における医療救護所を中心とする。 
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 【都医療救護班等の活動内容】 

区分 内容 

医療救護班 

○ 傷病者に対するトリアージ 

○ 傷病者に対する応急処置及び医療 

○ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定 

○ 助産救護 

○ 死亡の確認及び検案への協力 

○ その他、都と協議の上必要と認められる業務 

歯科医療救

護班 

○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

○ 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する歯科

治療、衛生指導 

○ 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

薬剤師班 

○ 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

○ 医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品等の仕分

け、管理及び受発注 

○ 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

○ 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 

 

＜都医療救護班等の編成＞ 

○ 都は、都病院経営本部のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点病院に都医

療救護班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の派遣

をそれぞれ要請し、医療救護所等へ派遣する。 

○ 都医療救護班等は、原則として、搬送手段を自ら確保して出動する。搬送手段を

自ら確保することが不可能な場合は、都に要請する。 

○ 都医療救護班（計219班）平成31年３月31日現在 

（ア）都立・公社病院 ：26班（医師１名、看護師１名、事務その他１名） 

（イ）都医師会 ：94班（医師１名、看護師１名、事務その他１名） 

（ウ）日赤東京都支部 ：32班（医師１名、看護師３名、事務その他２名） 

（エ）災害拠点病院 ：69班（医師１名、看護師１名、事務その他１名） 

○ 都歯科医療救護班：都歯科医師会 110班（55地区各２班） 

（歯科医師１名、歯科衛生士又は歯科技工士１名、事務その他１名） 

○ 都薬剤師班：都薬剤師会 200班（薬剤師３名で１班） 

 

オ 医療救護活動協力機関の活動内容 

○ 都看護協会は、医療救護所等において、看護業務を行う。 

○ 都柔道整復師会は、医療救護所等において、医師の指示に基づく応急救護を行

う。 
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カ 職種による色の定め 

○ 都は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災害現場で

活動する際には、この色のユニホームなどを身に付けることとしている。 

（赤：医師・歯科医師、緑：看護師・歯科衛生士・歯科技工士、青：薬剤師、白：臨

床検査技師・放射線技師、紺：柔道整復師、黄：事務） 

 

キ dERU（デルー：国内型緊急対応ユニット）による活動 

○ 日赤医療救護班は、デルーを被災地域へ迅速に搬入・開設し、積極的に医療救護

活動を行う。 

 

１－３ 負傷者等の搬送体制 

（１）対応内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管理

部 

○ 関係機関と調整して、搬送手段を確保 

災対地域本部 ○ 関係機関と調整して、搬送手段を確保 

災対医療衛生部 ○ 搬送先施設等の受入体制を確認・調整する。 

東京消防庁・消防署 ○ 搬送は、被災現場等から医療機関への重症者の搬送を優先し、あら

かじめ定められた基準に基づく搬送順位に従い、搬送先施設等の受入

体制を確認し行う。 

○ 負傷者等の医療機関への搬送は、状況に応じて、都福祉保健局と連

携して行う。 

警視庁・警察署 

自衛隊 

○ ヘリコプター等を活用し、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）等へ

搬送 

都総務局 ○ 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、「九都県市災害時相互応援協定」

及び「首都直下地震応急対策活動要領」に基づき、関係機関に対し医療機関への

広域搬送に必要な措置を要請 

都福祉保健局 ○ 東京消防庁・消防署等の関係機関と調整して、搬送手段を確保 

○ その他協定締結団体等による重傷者等の広域搬送を実施 

○ 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、都は「九都県市相互応援協定」

及び「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」等に基づき、

関係機関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を要請 

 

（２）業務手順 

○ 病院等に収容すべき傷病者の搬送は、区民等の協力を得て行う。 
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（３）詳細な取組み内容 

① 負傷者の搬送 

○ 医療救護所又は避難所等において、災害拠点病院等での医療を必要とする傷病者が

あった場合は、区災害医療コーディネーターは地域災害医療コーディネーター、もし

くは災害拠点病院等に対して、その受入れを要請する。 

○ 都及び区災対物資管理部は、搬送手段を有する機関と連携して、緊急度や搬送人数

等に応じた搬送手段を確保する。 

○ 負傷者等の災害拠点病院等への搬送は、都福祉保健局及び区が、東京消防庁・消防

署等の関係機関と連携し、車両等により行う。 

○ 医療機関や医療救護所で対応できない重症者は、日本 DMATなどの医療従事者による

医療搬送を中心とする。搬送車両がない場合は、都又は区が調達する。 

○ 都が派遣する都医療救護班等の搬送は、都が対応する。 

 

 

１－４ 医療施設の確保 

（１）対応内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎区災害医療コ

ーディネーター 

○ 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

自衛隊 ○ 陸上自衛隊は、救護所を設営、負傷者等の受入れ及び医療処置等

を実施 

都総務局 ○ 都は、災害の規模などにより、必要と認める場合、自衛隊へ災害派遣を要請 

都福祉保健局 ○ 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

都病院経営本部 ○ 都立病院全体で災害医療提供体制の充実を図るため、都立病院における医療

危機管理ネットワークを充実・強化 

（自衛隊との連携については、第２部第５章第５節第２「３ 応援協力・派遣要請」参照。） 

 

（２）業務手順 

○ 災害時には、多くの負傷者等に対応するため、災害拠点病院等に対し空床利用や収容

能力の臨時拡大等を図る。 

○ 災害拠点病院は、重症患者等の収容力の臨時拡大、ライフラインの機能停止時の応急

的な診療機能を確保する。 

 

（３）詳細な取組み内容 

○ 災害拠点病院は、主に重症者の収容・治療を行う。 

○ 災害拠点連携病院は、主に中等症者や容態の安定した重症者の収容・治療を行う。 

〇 災害医療支援病院のうち、周産期医療、小児救急医療、精神医療及び透析医療その他

専門医療への対応を行う病院は、原則として、診療機能を継続し、それ以外の全ての病

院は、慢性疾患への対応や、その他医療救護活動を行う。 

○ 救急告示を受けた有床診療所、透析や産科の専門的医療を行う診療所は、原則として
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診療機能を継続し、それ以外の診療所、歯科診療所及び薬局は、傷病者の医療救護活動

を行い、診療継続に努める。 

○ 他県市へ重症患者を搬送することが必要と判断される場合は、災害対策本部を通じて

応援自治体に受入要請する。 

○ 医療救護所から搬送要請を受けた際には、搬送する医療機関を選定するとともに、搬

送手段を確保し搬送機関に対し必要な指示を行う。 

〇 被災病院にいる措置入院患者及び隔離・拘束中の患者については、災害拠点精神病院

へ、医療保護入院患者については、災害拠点精神科連携病院へ、それぞれ搬送して治療

を行う。 

 

１－５ 保健衛生体制 

避難所や被災した家屋での長期にわたる不自由な生活、被災のショック等は、心身の健

康に様々な影響を及ぼす。心身の健康障害（エコノミークラス症候群～肺塞栓症～心的外

傷後ストレス障害＝PTSD）の発生防止や在宅療養者の症状悪化等を防ぐための対策が必要

である。 

 

（１）対応内容と役割分担 

避難所等における健康の維持、管理及び増進に関わる保健衛生対策を迅速かつ円滑に行う。 

機関名 対策内容 

区 

◎ 災 対 医

療衛生部 

○ 医療衛生総務・情報管理班を編成し、関係機関等との連絡調整を行う。 

○ 医療衛生支援班を編成し、健康相談等必要な保健活動をする。 

○ 衛生指導班を編成し、防疫活動等を行う。 

○ 区単独では対応が困難な場合は、都に応援を要請するほか、区が独自

に他県市等と結ぶ応援協定に基づき、派遣を要請する。 

○ 医療支援チーム等の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確

保を図る。 

○ 被災動物の保護に関する都、関係団体等への協力を行う。 

災 対 地 域

本部 

○ 医療衛生班を編成し健康相談等必要な保健活動をする。 

○ 派遣職員の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図

る。 

都福祉保健局 ○ 避難所や保健医療福祉関連施設等の被災状況を把握 

○ DHEATに関する総合的な連絡調整を行う。 

○ 保健活動班に関する総合的な連絡調整を行う。 

○ 区市町村における保健活動班の活動を支援 

○ 区市町村が行う避難者や在宅生活者の健康相談を支援 

○ 関係機関と連携し、被災者に対する適切な保健衛生活動を行う。 

○ 被災区市町村からの応援要請に基づき、都内の非（小）被災区市町村及び国を通じ

て他道府県市に保健活動班の派遣を要請 

○ 被災区市町村からの応援要請に基づき、避難所での精神保健相談、支援者支援等

を行う東京 DPAT及び他県 DPATを派遣 

○ 「環境衛生指導班」による避難所における飲料水の安全等環境衛生の確保 

○ 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 

○ 関係団体等との協働による「動物救援本部」の設置 

○ 負傷又は放し飼い状態の被災動物の保護 
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（２）業務手順 

① 業務手順 

○ 区は、保健衛生に関して被災住民や営業施設等に対し、必要な情報を速やかに提供

する。 

○ 区は、巡回健康相談等を行うため、保健師・管理栄養士その他必要な職種からなる

医療衛生班を編成して避難所等に派遣する。 

○ 都福祉保健局は、関係団体等と協力して「動物救援本部」を設置し、関係団体等と

協力して被災動物を保護する。 

 

② 保健衛生を行うための班体制 

【実施主体】区災対医療衛生部 

ア 医療衛生総務・情報管理班 

区災対統括部及び区災対地域本部との連絡調整や、国・都の防災関係機関や区内医療

機関等との連絡調整のため、医療衛生総務・情報管理班を設ける。 

 

イ 医療衛生支援班 

区災対地域本部医療衛生班への支援、健康相談等の必要な保健活動のため、医療衛生

支援班を設ける。 

 

ウ 衛生指導班 

区災対地域本部医療衛生班と緊密に連携した防疫活動、飲料水と食品の安全と衛生の

ための広報、避難所の防疫措置等のため衛生指導班を設ける。 

保健衛生監視、食品衛生監視等、１班２名又は３名体制からなる衛生指導班を編成す

る。 

 

③ 他県市からの医療専門応援職員の受け入れ 

ア 区災対医療衛生部は都と協議の上、必要に応じて応援協定に基づき、他県市から医療

専門職員等の派遣を要請する。 

イ 区災対医療衛生部と都は、派遣職員の受け入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点

の確保を図る。 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 保健所の指揮調整機能支援等 

【実施主体】都福祉保健局 

ア 保健所の指揮調整機能支援等 

○ DHEATに関する総合的な連絡調整を行う。 

○ 被災区、中核市及び保健所政令市からの要請に基づき、DHEATを派遣する。 

○ 国へ他道府県及び指定都市からの DHEATの応援派遣に関する調整を依頼する。 
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○ 他道府県及び指定都市からの DHEATの派遣場所の調整を行う。 

 

②保健活動 

【実施主体】区災対医療衛生部 

ア 医療衛生総務・情報管理班 

（ア）区災対医療衛生部の総括 

（イ）区災対統括部及び区災対地域本部との連絡調整 

（ウ）国・都の防災関係機関、区内医療機関等との連絡調整 

（エ）医療機関情報の把握、施設監視 

（オ）被災した区民への医療救護情報等の提供 

（カ）区単独では対応が困難な場合は、都に応援要請を行う。 

 

イ 医療衛生支援班 

区災対地域本部医療衛生班への支援及び、健康相談等の必要な保健活動等を行う。 

（ア）衛生指導班、区災対地域本部医療衛生班と連携し、避難住民等の健康管理に関する

活動を行う。 

（イ）避難所における健康相談、地域における巡回健康相談、その他必要な保健活動を行

う。 

 

【実施主体】都福祉保健局、区 

○ 医療支援チーム等の受入れ及び搬送体制の確立、並びに活動拠点の確保を図る。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

 

○ 保健活動班に関する総合的な連絡調整を行う。 

○ 区市町村における保健活動班の活動が円滑に行われるよう支援する。 

○ 被災区市町村からの応援要請に基づき、都内の非（小）被災区市町村に保健活動班

の派遣要請を行うとともに、他県市に保健活動班の派遣を要請する。 

 

③ 地域精神保健活動 

【実施主体】区災対医療衛生部 

ア 医療衛生総務・情報管理班 

 区全体の精神保健に関する情報収集を行い、情報管理及び情報提供を行う。 

（ア）情報の収集と発信 

○ 収集した精神科医療情報をとりまとめ、区災対地域本部医療衛生班及び都へ速

やかに情報提供を行う。 

（イ）連絡調整 

○ 区災対医療衛生部は、都や近隣区市と精神保健医療に関する連絡調整を行う。 
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イ 医療衛生支援班 

区災対地域本部医療衛生班が精神障害などの要支援者や、区民の健康状態への支援を

速やかに展開できるように努める。また、被災者住民のＰＴＳＤも視野に据え、メンタ

ルヘルスケアの体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 

（ア）要支援者への対応 

○ 超急性期から都メンタルヘルスケア巡回専門班（巡回精神相談チーム）を要請

し、整い次第、被災の状況により通院が困難になった患者への対応を依頼する。 

○ 区災対地域本部医療衛生班は、超急性期から地域住民の健康状態と要支援者の

抽出を行い、医療につないだり、経過観察を行う。また、通院困難者について、メ

ンタルケア巡回専門班の応援を医療衛生支援班へ要請する。 

（イ）メンタルヘルスケア 

被災住民等の心的外傷後ストレス障害（PTSD）も視野に入れて、メンタルヘルスケ

ア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 

○ 医療衛生支援班は、医療衛生総務・情報管理班と連携し、区災対地域本部医療

衛生班から活動状況や地域の医療機関の情報、問題点・課題の集約を行い、対応

策の検討と支援を行う。 

○ 被災住民や精神障害者の継続的医療の確保のために、超急性期から、情報収集

と情報提供を再建期まで（概ね２か月）継続する。 

○ 区全体の精神保健に関する医療機関や医薬品に関する情報を収集し、速やかに

区災対地域本部医療衛生班へ提供し、保健活動がしやすいように支援を行う。 

○ 超急性期から来所区民や電話での問い合わせに対応できるよう相談体制を整え

る。 

○ 超急性期から、都へメンタルケア巡回専門班（巡回精神相談チーム）を要請

し、精神障害者などの要支援者への支援だけでなく、医療衛生班が行う被災住民

のこころのケア（発災から概ね４日目以降）への協力を依頼する。 

 

【実施主体】区災対地域本部 

○ 区災対地域本部は、超急性期に健康づくり課保健師を中心とした医療衛生班を

編成し、被災住民に対するこころを含む健康に関する相談を行う。発災から概ね

４日目以降は、「災害時におけるこころのケアマニュアル」を参考にこころのトリ

アージ（スクリーニング）を行い、必要な相談や医療により支援を行う。 

○ 区災対地域本部医療衛生班は、早期に通常業務である「こころの健康相談」を

再開できるように準備し、避難所利用者へ情報提供していく。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 都全体の精神保健に関する情報を収集し、迅速に区市町村へ提供する。 

○ 被災状況に応じて、東京 DPAT登録医療機関へ派遣要請を行うとともに、厚生労

働省（DPAT 事務局）を通して、他県 DPAT へも派遣要請をし、受入れの調整を行

う。 
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○ 被災区市町村の要請に基づき、東京 DPAT及び他県 DPATを派遣する。 

○ 避難所等での精神疾患の急性増悪者等への対応等を行うため、東京 DPAT及び他

県 DPATを派遣し、災害派遣医療チーム・保健師チーム等と連携により支援を行う。 

○ 東京 DPAT 及び他県 DPAT は、被災区市町村の災害医療コーディネーターの助言

の下、避難所での保健師チーム等との連携により、精神保健相談、精神保健に関

する普及啓発等の活動を実施する。 

○ 東京 DPAT 及び他県 DPAT は、被災区市町村で活動する支援者に対して、支援者

の心身の健康を維持できるよう助言等を行う。 

○ 東京都全域及び区市町村間の精神保健医療に関する連絡調整を行う。 

○ 都立の３つの精神保健福祉センターにおいて、精神保健福祉相談を実施する。 

 

④ 精神医療体制の確保 

【実施主体】都福祉保健局、区 

○ 必要に応じて電話相談窓口や外来相談窓口を設置する。 

○ 被災住民等の心的外傷後ストレス障害（PTSD）も視野に入れて、メンタルヘルスケ

ア体制整備を図り、被災の状況に即して活動する。 

○ 精神科病院･診療所の外来実施状況について、状況の把握・提供ができるよう努める。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 被災した精神科病院の入院患者については、災害拠点精神科病院及び災害拠点精神

科連携病院への受け入れを円滑に行う。また、東京精神科病院協会等と連携し、別途

受入れ先を確保する。 

○ 転院については、東京 DPAT及び他県 DPATを派遣し、日本 DMAT等との連携により行

う。 

○ 東京 DPAT 及び他県 DPAT は、派遣された区市町村内の精神科医療機関の機能補完を

行う。 

○ 精神科災害医療体制の状況を把握し、必要に応じて厚生労働省(DPAT事務局)及び他

県の精神科病院に転院先の要請を行う。 

（措置入院の体制確保） 

○ 措置患者の緊急受入れについては、一時的に都立病院で行い、その後、東京都の精

神科災害医療体制の中で空床状況を確認し患者を転送する。 

○ 措置診察体制のため指定医の確保等を行う。 

 

⑤ 在宅難病患者への対応 

【実施主体】都、区災対医療保健衛生対策本部 

○ 在宅難病患者の状況把握及び医療機関等の情報提供を行い、できるだけ在宅療養が

できるよう支援に努める。 

○ 都は、区からの要請に応じ、医療機関及び他県市等と連携し、在宅難病患者の搬送

及び救護体制の支援に努める。 
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⑥ 在宅人工呼吸器使用者等への対応 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対地域本部 

○ 区災対医療衛生部及び区災対地域本部（「災害時個別支援計画」で定めた安否確認を

行う機関）は、「災害時人工呼吸器使用者リスト」を基に在宅人工呼吸器使用者の安否

確認を行う。 

○ 人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供すると

ともに、できるだけ在宅療養が継続できるよう支援する。 

○ 在宅療養の継続や避難等に際し、「災害時個別支援計画」による支援が困難な場合は、

都へ支援を要請する。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 区市町村からの要請に応じ、人工呼吸器使用者の支援について、医療機関及び他県

市等と調整に努める。 

 

⑦ 透析患者等への対応 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 日本透析医会等との連携により、透析医療機関の被災の状況、透析医療の可否につ

いて情報を収集し、関係機関に情報を提供する。 

○ 被災状況に応じ、水、医薬品等の供給、患者搬送について関係機関と調整する。 

○ 他県市への支援要請について、必要な調整を図る。 

 

⑧ 被災動物の保護 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 被災動物の保護に関して都、関係団体等へ協力する。 

（避難所の動物については、第２部第９章第５節第２「３ 動物救護」参照） 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 負傷又は放し飼い状態の被災動物を保護する。 

○ 関係団体等と協働し、「動物救援本部」を設置する。 
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２ 医薬品・医療資器材の供給 

（１）対策内容と役割分担 

区の災害時医薬品供給体制を再検討し、医療物資供給体制を強化する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療

衛生部 

○ 発災後速やかに災害薬事センターを設置 

○ 災害発生時には区が備蓄しているものを使用 

○ 備蓄している医薬品等に不足が生じた場合は、医薬品卸売販売業者

等に協力を要請。調達が困難な場合には都に要請 

災対物資管

理部 

○ 災害薬事センターから避難所への医薬品の搬送を手配 

薬剤師会 ○ 区災害医療コーディネーターの業務に協力 

○ 区の要請を受け、災害薬事コーディネーターを担い、災害薬事セン

ターにおける医薬品の仕分け・管理、救護所での調剤、地区薬剤師班

の調整等を行う。 

○ 都の要請があった場合、医薬品集積センターにおける仕分け・管理

等を実施 

医薬品等の卸売販

売業者、災害時協力

協定締結団体 

○ 区の要請に基づき、医薬品等を供給する。 

○ 情報収集に協力する。 

災害拠点連携病院、災

害医療支援病院、診療

所、歯科診療所、薬局 

○ 医薬品等は、原則、平時同様に医薬品等の卸売販売業者から購入 

都福祉保健局 ○ 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関の協

力を得ながら支援 

○ 区市町村の医薬品・医療資器材が不足する場合に、要請に基づき、都の備蓄品を

供給 

○ 医薬品等が不足した場合には、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団体か

ら調達 

○ 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材及び医

薬品等の確保に努める。 

○ 必要に応じて被災地外に医薬品集積センターを設置し、仕分けた上で区市町村へ

提供 

都病院経営本部 ○ 都立病院が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資器材及び医薬品等

の確保に努める。 
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（２）業務手順 

【区が使用する医薬品等の調達手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

災害発生時には区市町村の備蓄を優先的に使用する。備蓄だけで対応ができない場合は、地区薬剤

師会医薬品・情報管理センターや薬局等へ提供を要請する。 

① 区市町村の備蓄品を使用する 

 

区市町村は卸売販売業者へ医薬品等を発注

する（発注は災害薬事センターがとりまとめて

行う。）。 

区市町村での調達が不可能な場合 

 

卸売販売業者は、区市町村へ納品する（原則として、医療救護所で使用する医薬品は各医療救護

所へ、避難所で使用する医薬品は区市町村の災害薬事センターへ納品する。）。 

 

区市町村の備蓄が不足する場合に、区市町村は都に対し、都の備蓄を供出するよう協力を要請する。

都の備蓄は、都が区市町村へ配送する（状況に応じて、都への備蓄供出要請の前に、③に示す卸から

の調達を行う。）。 

② 都の備蓄品を使用する 

 

区市町村は都に対し調達を要請する。都は、災害時

協力協定締結団体へ調達を依頼し、団体が会員卸

売販売業者へ依頼する。 

③ 区市町村が卸から調達する ③ 都が卸から調達する 

④ 卸売販売業者が医薬品等を納入 
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【卸売販売業者からの医薬品等調達の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

① 区は、卸売販売業者へ必要な医薬品等を発注し、卸売販売業者が区へ納品する。 

② 区での調達が不可能な場合は、区は都へ調達を要請し、都が災害時協力協定締結団体へ

依頼する。団体の会員である卸売販売業者が区へ納品する。 

③ ①②どちらの場合でも、発注（又は調達要請）方法、及び卸売販売業者からの納品方法

は、以下のとおりとする。 

（医療救護所） 

発注：区の災害薬事センターでとりまとめて発注（又は調達要請） 

納品：卸が各医療救護所へ直接納品 

（避難所） 

発注：区の災害薬事センターでとりまとめて発注（又は調達要請） 

納品：卸は、区の災害薬事センターへ納品し、災害薬事センターが仕分けた上で各避

難所へ配送 

 ④ 卸売販売業者は、全ての発注に対応できない場合、原則として、災害拠点病院へ優先的に

医薬品等を供給する。ただし、東京都災害医療コーディネーターの助言があった場合は、

別途対応する。 

 

  

協定締結 

団体 

東京都災害医療 
コーディネーター 

供
給 

発
注 

卸 

発
注 

依頼 

東京都 

相
談 

要請 

供
給 

発
注 

都災害対策本部 

地域災害医療 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

病院･診療所・ 

歯科診療所・薬局 

医療 
救護所 

供
給 

区（災害薬事センター） 
災害薬事コーディネーター：薬剤師会 

避難所 
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【支援物資供給の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【血液製剤の供給体制】 

 

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      血液製剤要請の流れ 

      血液製剤供給の流れ 

 

 

 

区市町村 

（災害対策本部） 

都 

（災害対策本部） 

福祉保健局 

他道府県 

東京都赤十字 

血液センター 

（日赤東京都支部） 

他道府県血液センター 

（他道府県日赤支部） 

献血供給事業団 各医療機関 

国民 

献血 

国、道府県 

区（災害薬事センター） 

災害薬事コーディネーター：薬剤師会 

支援の要請 

供
給 

メーカー 

支援物資の提供（無償） 

東京都（集積センター） 

医療救護所 避難所 

東京都 

※災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者

からの購入を基本とするが、都は必要に応じて、国

等へ支援を要請し、都集積センターに受け入れ、必

要な物資を区へ提供する。都集積センターでの仕

分け等の管理は薬剤師会が行う。 

要請外の支援物資 

※要請外の支援物資は基本的に受け入れない。 
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【実施主体】都福祉保健局 

○ 区市町村から血液製剤の供給要請があった場合、又は血液製剤の供給について必要

と認めた場合は、「災害時における血液製剤の供給業務に関する協定書」に基づき日赤

東京都支部（東京都赤十字血液センター）及び献血供給事業団に供給を要請する。 

○ 血液製剤が不足する場合は、都は他道府県を通じて他道府県血液センター（他道府

県支部）に応援を依頼し、都外からの供給によりその確保を図る。 

 

【実施主体】日赤東京都支部 

○ 災害発生後、速やかに東京都赤十字血液センター及び事業所等の被災状況を調査し、

その機能の復旧を図るとともに、東京都赤十字血液センターを中心に血液製剤確保体

制をとる。 

○ 東京都赤十字血液センターは、被害の軽微な地域に採血班を出動させ、一般都民か

らの献血を受ける。 

○ 医療機関等への血液製剤の供給は、東京都赤十字血液センターが、都及び献血供給

事業団と密接な連携の下に行う。 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部 

【医薬品等の備蓄・供給体制】 

① 医療救護所、避難所等への医薬品等の発注・供給を調整し、災害時の薬事の拠点とな

る「災害薬事センター」を発災後速やかに設置する。 

② 災害薬事コーディネーターは、地域の災害医療が円滑に進むよう薬事に関する調整を

行う。 

③ 災害薬事コーディネーターは、区災害医療コーディネーター及び地域災害医療コーデ

ィネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 

【災害薬事コーディネーターの業務】 

災害医療コーディネーター及び災害拠点病院薬剤部等に協力し、地域の災害医療が

円滑に進むよう薬事に関する調整を行う。 

ア 医薬品等の管理に関する調整業務：救護所等で必要になる医薬品等の受給状況の

把握、卸売販売業者への発注、在庫管理等 

イ 薬剤師班に関する調整業務：薬剤師班の差配、支援要請等 

ウ 薬事関係者の調整業務：病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事関係者の

復旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等 

④ 区は、災害発生時において医薬品等を確保する必要が生じたときは、災害薬事コーデ

ィネーターによる調整のもと、医薬品卸売販売業者に対し、医薬品等の調達について協

力を要請する。 

⑤ 緊急医療救護所や医療救護所等において、発災直後は区の備蓄を使用する。不足する

場合は、薬剤師会と協議の上、薬局等へ提供を要請する。それでもなお不足する場合は、

都に対し、都の備蓄を供出するよう協力を要請する。都の備蓄は、都が区へ配送する（状
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況に応じて都への備蓄供出要請の前に卸売販売業者からの調達を行う。）。 

⑥ 備蓄等の提供だけでは医薬品等が不足する場合には、災害薬事コーディネーターによ

る調整のもと、医薬品等の卸売販売業者に発注し調達する。区が自ら調達を行うことが

不可能な場合には、都福祉保健局へ調達を要請する。 

⑦ 区は、区立小・中学校の防災倉庫に、応急用としての「避難所用応急救急セット」を

配備する。 

⑧ 公共施設等に配備されている自動体外式除細動器を、災害時においても活用する。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等関係機関の協力を

得ながら支援する。 

○ 区市町村から要請があった場合、区市町村に代わって以下の手順で医薬品等を調達す

る。また、調達を円滑に行うため、東京医薬品卸業協会等災害時協力協定締結団体に対

し都への職員派遣を依頼する。 

（区市町村への支援手順） 

・ 区市町村が自ら調達を行うことが不可能な場合には、区市町村は都に医薬品等の調

達を要請する。 

・ 都は、災害時協力協定締結団体に調達を依頼する。 

・ 協定締結団体は、会員各社（卸売販売業者）から最も効率的に当該区市町村へ納入

できる者を選定し、調達を依頼する。 

・ 依頼を受けた卸売販売業者は、当該区市町村へ納品する（原則として、医療救護所

で使用する医薬品は直接各医療救護所へ、避難所で使用する医薬品は区市町村の災害

薬事センターへ納品する。）。 

○ 災害時に使用する医薬品等の確保は卸売販売業者からの購入を基本とし、支援物資

（製薬団体等から提供される無償の医薬品等）の利用は、その補完的な位置付けとす

る。 

・ 都は、「医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針」にのっとり支援物資の受

入れ等を行う。 

・ 都薬剤師会は、区災害医療コーディネーター及び地域災害医療コーディネーター、

東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 

 

【実施主体】医薬品等の卸売販売業者、災害時協力協定締結団体 

○ 都と協働し早期に機能を復旧させ、都や区市町村からの要請に基づき、医薬品等を供

給する。また、東京都災害医療コーディネーターや東京都地域災害医療コーディネータ

ーの情報収集に協力する。 

 

【実施主体】災害拠点病院 

○ 災害拠点病院が使用する医薬品等は、原則として、平時と同様に各医療機関において

医薬品等の卸売販売業者から購入する。卸売販売業者が復旧し適切に供給されるまでは

備蓄している医薬品等を使用する。 
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【実施主体】災害拠点連携病院・災害医療支援病院・診療所・歯科診療所・薬局 

○ 病院、診療所、歯科診療所及び薬局で使用する医薬品等は、原則として、平時と同様

に医薬品等の卸売販売業者から購入する。 

 

＊災害発生時における医薬品等の調達に関する協定書〔資料編資料協定第 42・P432〕 

＊医療救護所用災害医療セット〔資料編資料第 50・P118〕 

＊医療救護所用その他医療物品〔資料編資料第 51・P120〕 

＊災害用歯科医療セット〔資料編資料第 52・P121〕 

＊緊急医療救護所用医療器具一覧〔資料編資料第 53・P123〕 

＊緊急医療救護所用医薬品一覧〔資料編資料第 54・P125〕 

＊避難所用応急救急セット〔資料編資料第 55・P126〕 
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３ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

（１）対策内容と役割分担 

行方不明者の捜索、遺体の検視・検案には、多くの遺体を一時的に安置する場所が必要と

なるため、都と区は連携して遺体収容所の確保を図り、火葬手続を迅速に実施する。 

① 遺体の捜索についての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 
◎災対土木部 ○ 関係機関と連携し、行方不明者の捜索の総括を実施 

災対地域本部 ○ 関係機関と連携し、遺体の収容を実施 

警視庁・警察署 ○ 救出救助活動に伴い発見・収容した遺体を適切に取扱 

○ 区が実施する遺体の捜索・収容に協力 

○ 警視庁・警察署において、行方不明の届出受理、情報入手、調査実施 

○ 身元不明者の、特徴等を写真撮影、遺品保存して身元確認 

陸上自衛隊 ○ 行方不明者等の救助・救出活動で発見した遺体を関係機関へ引継 

都総務局 ○ 関係機関との連絡調整 

※ 行方不明者には、周囲の事情から既に死亡していると推定される者を含む。 

※ 上記以外の機関が、他の業務を遂行中に遺体を発見した場合は、区に連絡する。なお、上記

機関が直近で活動している場合は当該機関に通報する。 

 

② 遺体の搬送（遺体収容所まで）についての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 
◎災対土木部 ○ 遺族等による搬送が困難な遺体を遺体収容所に搬送 

○ 状況に応じて、都及び関係機関への協力依頼等 

都総務局 ○ 区及び関係機関等との連絡調整を実施 

○ 陸上自衛隊に対して、行方不明者の救出・救助、遺体の搬送協力の要請 

 

③ 遺体収容所の設置とその活動についての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 災害発生後速やかに遺体収容所設置準備を実施、順次開設 

○ 警察署に報告するとともに、区民等へ周知 

○ 状況に応じて、関係機関に応援を要請 

○ 遺体収容所に管理責任者を配置、関係機関と連絡調整を実施 

○ 警察署と連携の上、遺体収容所における検視・検案体制を整備 

○ 遺体の腐敗防止の対策を徹底 

警視庁・警察署 ○ 遺体収容所の開設状況の情報を収集 

○ 遺体取扱対策本部を設置し、検視班等を編成、派遣命令 

都福祉保健局 ○ 遺体収容所の開設状況の情報を収集 

○ 区長の要請に基づき、遺体収容所の開設、運営を支援 
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④ 検視・検案・身元確認等についての取組み内容 

ア 区・都等が行う対策 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

○ 必要に応じ、歯科医師会の業務への協力（事務作業の補助等）を行う。 

災対地域本部 ○ 検視・検案は、遺体収容所の配置区分、業務の体制整備等を決定 

警視庁・警察署 ○ 検視班等を編成し、遺体収容所に派遣 

○ 各遺体収容所等における遺体の収容状況を集約・調整の上、監察医務

院長に検案を要請 

○ 検視班は、検視規則及び死体取扱規則並びに「大震災発生時における

多数死体取扱要綱」等に基づき、遺体の検視及びこれに必要な措置を講

じる。 

 

イ 協力機関が行う対策 

関係機関が協力する検視・検案活動は、警視庁・警察署及び都福祉保健局（監察医務

院）の検視・検案責任者の指揮に基づいて活動を行う。 

機関名 対策内容 

歯科医師会 ○ 都及び警視庁・警察署の要請に応じて、遺体の身元確認に協力 

日赤東京都支部 ○ 都の要請に応じて、遺体の検案に協力 

日本法医学会 ○ 都の要請に応じて、検案医の確保・派遣に協力 

 

ウ 身元確認に関する機関別活動内容 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 身元不明者の周知と身元不明遺体の保管の周知 

○ 警察署（身元確認班）より引き継いだ身元不明遺体の適正な保管に努

め、一定期間（概ね１週間程度）を経過した身元不明遺体を火葬 

○ 引取人のない焼骨を引取人が現れるまでの間、保管 

○ 身元不明遺体の遺骨・遺留品を遺骨遺留品保管所に保管し、１年以内

に引取人が判明しない場合は都営納骨堂等に保管 

警視庁・警察署 ○ 「身元確認班」は、DNA採取用器具等を活用し、証拠採取に努める。 

○ 身元判明の際、着衣・所持金品と共に「遺体引渡班」に引き継ぐ。 

○ おおむね２日間身元確認調査を行っても身元が判明しない場合は、所

持金品と共に遺体を区長に引き継ぐ。 

都歯科医師会 ○ 警視庁・警察署から身元確認作業の協力要請があった場合は、速やかに１班につき

歯科医師２名以上で構成する身元確認班（歯科医師班）を編成し、派遣 

○ 身元確認班（歯科医師班）は、警視庁・警察署の検視責任者の指示に基づき、必要

な身元確認作業に従事 
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⑤ 区民への死亡者に関する情報提供についての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支

援部 

○ 死亡者等に関する情報集約・調整 

◎災対地域本

部 

○ 大規模災害に伴う死亡者に関して、区庁舎・遺体収容所等への掲示、

報道機関への情報提供、問合せ窓口の開設等、地域住民等への情報提供

を実施 

災対財政・広

報部 

○ 大規模災害に伴う死亡者に関する広報に関して、都及び警視庁・警察

署と連携を保ち、区庁舎・遺体収容所等への掲示、問合せ窓口の開設等、

地域住民等への情報提供を実施 

災対統括部 ○ 死亡者数等の情報収集 

都総務局 ○ 大規模災害発生時における遺体の引渡し等を円滑に実施するため、警視庁・警察

署、区、関係機関等と連携し、都内の広域的な死亡者に関する情報を、都民に速やか

に提供 

 

⑥ 遺体の遺族への引き渡しについての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 
◎災対地域本

部 

○ 警察署や関係機関と連携し、警察署「遺体引渡班」の指示に従って、

遺体の遺族への引渡しを実施 

警視庁・警察署 ○ 区や関係機関と連携し、遺体の遺族への引渡しを実施 

 

⑦ 死亡届の受理、火葬許可証等の発行等についての取組み内容 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 遺族等に引き渡された検視・検案を終えた遺体について、遺体収容所

等において死亡届出について案内をし、総合支所で受理する。 

○ 戸籍を確認し死亡届を受理した後、速やかに火葬許可証を発行する。 

○ 戸籍を確認できない場合には、国・都と連携し、特例許可証を発行す

る。 

災対区民支援

部 

○ 近隣火葬場の被災状況の把握 

○ 都への広域火葬に必要な情報収集し、都へ協力要請する。 

都総務局 ○ 区に対して、必要な支援措置を講ずる。 

 

【死亡届の受理等について】 

○ 発災後、次のような事情から、一定期間は戸籍の確認及び死亡届の受理が困難となる

ことが想定される。 

•  遺体収容所において死亡届の受理手続きはできない。 

•  死亡届を受理するためには、戸籍の確認が必要となるが、この確認は遺体収容所で

はできない。 

•  死亡届を受理するためには、戸籍システムの復旧が必要となる。また、世田谷区が
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本籍地でない場合には、住民記録のシステム復旧および本籍市区町村長の戸籍システ

ム復旧も必要となる。 

•  参考となる事例 

—  「阪神淡路の震災での神戸市長田区では、長田区役所の少し北側にある村野工業

高校に設けられた遺体安置所で検視を行い、それが終了したものについては、死体

検案書をまとめて区役所に回し、遺体番号と死亡者の氏名を確認し死体検案書を遺

族に手渡し、死亡届書を書いてもらいました。」との記録がある。 

—  また、東日本大震災において陸前高田市では、津波の被害による戸籍の流出、シ

ステムの被災により死亡届の受付は仮庁舎において３月 20 日より開始したとして

いる。 

 

【特例許可証について】 

○ 上記のような状況であっても死亡者の火葬許可証を発行する必要があるため、東日本

大震災時には『特例許可証』として交付された。 

○ 『特例許可証』は、戸籍の確認をせずに死亡診断書又は死体検案書に基づき火葬許可

証に代わるものとして発行するものである。 

○ 東日本大震災時には、厚生労働省から平成 23 年３月 12 日付けで特例措置の必要性に

ついて相談するよう指示が出され、平成 23 年３月 14 日付けで埋葬等に関する法律に基

づく埋火葬許可の特例措置の実施通知が発出された。 

○ 特例許可証は、混乱状況が解消した段階において、正式な火葬許可申請を行うことと

なる。 

○ 特例許可証では焼骨を埋葬することができないため、火葬後に改めて埋葬火葬許可の

取得が必要となることから、特例許可証の発行に当たっては、宣誓書を取ることとされ

ている。 
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（２）業務手順 

① 遺体取扱いの流れ 

遺体の捜索、収容及び検視・検案並びに火葬等については、次の流れにより行う。 

 

 
＊災害時における遺体の取扱い等の協力に関する協定書〔資料編資料協定第 70・P497〕 

  

○検視・検案
○一時保存
○洗浄等

遺体引渡所

○遺体の引き渡し
○検案書の交付
○火葬許可証等及び死亡届
出場所等の案内

身元不明遺体安置所

○身元確認調査

医療機関
（医療救護所等）

遺体収容所

負傷者※１
被災現場

遺体 ※１
遺体 ※１

身元不明遺体身元判明遺体

遺族

○火葬許可証等･
死亡届手続

○遺体の引取り
○遺骨の引取り

身元不明遺体

引渡し 遺骨遺留品保管所

○区が管理

１年以内に引取人が
判明しない場合

火葬場

○火葬

身元不明遺骨

搬送 ※２

※１ 警視庁・警察署は、区が実施する遺体の捜索・収容等に協力。
自衛隊は、都の要請に基づき、行方不明者の救助・救出、遺体を関係機関へ引き継ぐ。

※２ 区の要請に基づき、都福祉保健局は関係機関（一般社団法人全国霊柩自動車協会等）
に協力を要請。

身元判明
遺体

引渡し

都営納骨堂その他
別に定める所



第７章 医療救護等対策 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 315 

第
７
章 医

療
救
護
等
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

【遺体の捜索期間と国庫負担】 

遺体の捜索期間や国庫負担の対象となる経費等については、内閣府告示「災害救助法に

よる救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」に基づき、下表のとおり定められ

ている。 

区分 内容 

捜索の期間 災害発生の日から 10日以内とする。 

期間の延長 

（特別基準） 

災害発生の日から 11 日以上経過してもなお遺体を捜索する必要があ

る場合は、捜索の期間内（10日以内）に下記の事項を明らかにして、内

閣総理大臣（区長の場合は知事）に申請する。 

○ 延長の期間 

○ 期間の延長を要する地域 

○ 期間の延長を要する理由（具体的に記載すること。） 

○ その他（期間延長によって捜索されるべき遺体数等） 

国 

庫 

負 

担 

対象となる経費 

○ 船舶その他捜索に必要な機械器具の借上費又は購入費で、直接捜索

の作業に使用したものに限り、その使用期間における借上費又は購入

費 

○ 捜索のために使用した機械器具の修繕費 

○ 機械器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代及び捜索作業

を行う場合の照明用の灯油代等 

費用の限度額 金額の多寡にかかわらず「真にやむを得ない費用」の範囲 

その他 

○ 捜索のために要した人件費及び輸送費も国庫負担の対象 

○ いずれも経理上、捜索費と分け、人件費及び輸送費として、それぞ

れに一括計上 

 

【遺体処理の期間等と国庫負担】 

区分 内容 

遺体処理の期間 ○ 災害発生の日から 10日以内とする。 

期間の延長 

（特別基準） 

○ 災害発生の日から 11 日以上経過してもなお遺体を処理する必要が

ある場合は、期間内（10日以内）に内閣総理大臣（区長の場合は知事）

に申請する。 

国庫負担の対象 

となる経費 

○ 遺体の一時保存のための経費 

○ 遺体の洗浄・縫合・消毒の処理等のための費用 
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② 遺体の捜索 

【実施主体】区災対土木部、警視庁・警察署 

ア 遺体の捜索 

区は、行方不明者のうち、既に死亡の可能性が高いと思われる者を対象に捜索を実施

する。 

警視庁・警察署は、区が行う捜索に積極的に協力し、次の活動を行う。 

① 行方不明の届出受理の適正を期するとともに、情報の入手に努め、積極的に調査を

実施する。 

② 身元不明者については、人相・所持品・着衣等を写真撮影するとともに遺品を保存

し身元の確認に努める。 

 

イ 遺体収容所への運搬 

区は、発見又は発生した遺体を検視・検案等に引き継ぐため、遺体収容所の収容能力

を確認した上で遺体を搬送する。 

搬送に必要な車両や作業員は業者から区が調達するほか、区職員も行うものとする。 

＊遺体取り扱いマニュアル（初動期） 

 

③ 遺体収容所の開設等 

【実施主体】区災対地域本部 

ア 遺体収容所の役割 

遺体収容所は、遺体の取扱いに関する総合的な拠点となるところであり、次のような

機能を果たす。 

（ア）遺体の受付  （イ）検視・検案  （ウ）遺体の一時保存 

（エ）遺体の引渡し  （オ）検案書の交付、火葬許可証の交付場所の案内等 

（カ）身元不明の遺体の確認調査を行う場所 

 

イ 遺体収容所の開設・運営 

区は、必要資器材を用意した上で、災害発生後速やかに遺体収容所を開設し、その旨

を区内警察署、都本部に連絡する。 

ただし、区の能力では十分な対応ができない場合には、都及びその他の関係機関に応

援を要請する。 

また、区は、必要に応じて、遺体の収容、資器材の提供、寝台車や遺体搬送に係る役務

の提供等を、協力協定締結団体に対して要請する。 

区における遺体収容所は、区災対地域本部ごとにあらかじめ指定した地区会館を利用

するが、災害の状況に応じ大蔵運動公園総合運動場又は使用していない避難所の体育館

等を区と警視庁・警察署が協議して指定するものとする。 

＊遺体収容所一覧〔資料編資料第 56・P127〕 

＊災害時における遺体安置所に関する協定〔資料編資料協定第 21・P393〕 

＊災害時における遺体の取扱い等の協力に関する協定書〔資料編資料協定第 73・P497〕 
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④ 検視・検案等 

【実施主体】警視庁・警察署、区災対医療衛生部、区災対地域本部 

ア 検視・検案 

（ア）検視は、警視庁・警察署が行うため、警視庁・警察署は検視班を編成し、遺体収容所

に派遣する。検視後の遺体は、都福祉保健局の監察医務院に引継ぎ、検案を受ける。 

（イ）都及び警視庁・警察署の要請に基づき、歯科医師会は、必要に応じて検視、検案、身

元確認業務に協力する。 

（ウ）歯科医師会は遺体収容所ごとに身元確認班を編成する（歯科医師２名以上）世田谷

区歯科医師会 11班、玉川歯科医師会２班。 

（エ）区は必要に応じ、歯科医師会の業務への協力（事務作業の補助等）を行う。 

＊検視・検案活動等に関する共通指針（都福祉保健局） 

＊検視規則・死体取扱規則・大地震発生時における多数死体の取扱要綱（警視庁） 

 

〔身元確認班配置表（世田谷区歯科医師会）〕 

班名 
配置場所 

（遺体収容所） 
所在地 

敷地面積 

m2 

総床面積 m2 

（専有面積

m2） 

第１班 池尻地区会館 池尻２－３－11 2,258 565 

第２班 世田谷地区会館 世田谷２－25－10 501 251 

第３班 経堂南地区会館 経堂５－21－６ 362 685 

第４班 上馬地区会館 上馬４－10－17 1,032 644 

第５班 代田南地区会館 代田１－21－11 1,204 748 

第６班 桜上水南地区会館 桜上水３－４－11 － （496） 

第７班 船橋地区会館 船橋３－11－８ 449 427 

第８班 宇奈根地区会館 宇奈根２-23-20 887 511 

第９班 上北沢地区会館 上北沢２－１－３ 1,372 561 

第 10班 上祖師谷地区会館 上祖師谷４－５－６ 1,000 991 

第 11班 北烏山地区会館 北烏山９－25－26 661 351 

〔身元確認班配置表（玉川歯科医師会）〕 

班名 
配置場所 

（遺体収容所） 
所在地 

敷地面積 

m2 

総床面積 m2 

（専有面積

m2） 

第１班 九品仏地区会館 奥沢７－34－３ 456 844 

第２班 尾山台地区会館 等々力２－17－14 499 （1,048） 

＊災害時の歯科医療救護活動についての協定書〔資料編資料協定第 47・P444〕 

 

イ 遺体の洗浄、縫合、消毒 

遺体の引き渡し、検視・検案を考慮して、遺体の洗浄、縫合、消毒を行う。特に夏季に

おいては、遺体の腐乱には十分留意する。作業員の雇上げや資器材の借り上げは、都の

福祉保健局と協議して確保する。 
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第３ 復旧対策 

１ 防疫体制の確立 ２ 火葬 

 

１ 防疫体制の確立 

（１）対策内容と役割分担 

震災時には、水道等のライフラインの寸断やトイレの不足、避難生活の長期化などにより

衛生環境が悪化し、各種感染症が発生するおそれがあるだけでなく、発災時に新興感染症が

発生する可能性もある。 

被災地や避難所における防疫対策を迅速かつ的確に行うことにより、感染症の発生及びま

ん延を防止する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医

療衛生部 

○ 災害の種類、程度に即応した防疫活動として、飲料水の消毒や避難所及

び患者発生時の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除等を行う。 

○ 「医療衛生総務・情報管理班」「医療衛生支援班」「衛生指導班」におい

て、区全体の防疫活動を実施 

○ 被災戸数及び防疫活動の実施について、都福祉保健局に対し、迅速に連

絡 

○ 防疫活動の実施に当たって、対応能力が十分でないと認める場合は、都

福祉保健局又は医師会等に協力を要請 

○ 都が活動支援や指導、区市町村調整を行う場合、協力する。 

○ 被災地域、地区や避難所における感染症発生状況の把握 

○ 感染症の流行状況等を踏まえた予防接種の実施 

○ 避難所等における感染症の集団発生時の疫学調査及びまん延防止対策の

実施 

○ 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の

確保及び移送・搬送手段の確保 

○ 医療衛生支援班は、被災住民に対する健康調査及び健康相談を行う。 

○ 被災動物の保護に関する都、関係団体等への協力 

○ 飲料水等及び食品の衛生と安全の確保 

都福祉保健局 ○ 区の防疫活動を支援・指導 

○ 都医師会、都薬剤師会等に区の防疫活動に対する協力を要請 

○ 他県市を含め被災地以外の自治体に対して防疫活動への応援要請と連絡調整を実施 

○ 被災地や避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 

○ 感染症の流行状況等を踏まえて区が実施する予防接種に関する指導・調整 

○ 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の確保及び移

送・搬送手段の確保について保健所と調整 

○ 区が実施する初期防疫活動において防疫用資器材が不足したときは、都福祉保健局に

おいて調達 

○ 区の衛生管理対策を支援・指導 

○ 「環境衛生指導班」による飲料水の安全等環境衛生の確保 

○ 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 
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機関名 対策内容 

○ 区における保健活動班の活動を支援 

○ 「動物救援本部」との協働による動物救護活動、関係機関との連絡調整 

○ 負傷又は放し飼い状態の被災動物の保護 

都保健所 ○ 市町村の防疫活動を支援・指導 

○ 被災地や避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 

○ 感染症の流行状況等を踏まえて市町村が実施する予防接種に関する指導・調整 

○ 避難所等における感染症集団発生時の疫学調査及び感染拡大防止対策の実施 

○ 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症患者の入院先医療機関の確保及び移

送・搬送手段の確保 

○ 市町村の衛生管理対策を支援・指導 

○ 「環境衛生指導班」による飲料水の安全等環境衛生の確保 

○ 「食品衛生指導班」による食品の安全確保 

都医師会 ○ 都福祉保健局長（都及び区市が設置する保健所）からの要請に応じて防疫活動に協力 

○ 都福祉保健局（都保健所を含む）又は区と協議の上、防疫活動を実施 

（第２部第９章第５節第２「２ 避難所の開設・管理運営」参照） 

 

（２）業務手順 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 防疫用器材の調達 

初期防疫活動においては、区の備蓄物品を使用するとともに、状況により必要品を購

入又はその他の方法により調達する。 

消毒薬及び殺虫剤は、区備蓄分及び業者から調達する。 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 各班の役割 

ア 医療衛生支援班 

（ア）被災住民の健康調査を行い、感染症患者の早期発見に努め、被災地の感染症発生状

況を把握するとともに、必要に応じて健康相談等を行う。 

（イ）感染症患者を迅速かつ安全に隔離するとともに、患者の住居、避難所の消毒の実施

及び指導を行う。 

（ウ）医療衛生支援班は、衛生指導班と協力して、以下の広報及び健康指導を行う。 

Ａ 食品の保管方法、炊き出しの仕方について 

Ｂ 仮設トイレの消毒、衛生指導について 

Ｃ 室内環境の保持、寝具類の衛生確保、害虫、ねずみ等の駆除、衛生指導について 

Ｄ 断水時の手洗い、うがいの方法について 

Ｅ 貯水槽の水の安全な活用について 

 

イ 衛生指導班 

災害の種類、程度に応じた防疫活動として、水や食品の安全、衛生確保、避難所及び

避難家屋等の消毒、害虫等の防疫を行うものとする。これらは、区災対地域本部医療衛

生班と緊密に連携して取り組んでいく。また、防疫活動の実施にあたって、区の対応能
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力では十分ではないと認めるときは、都や医師会に協力を要請するものとする。 

（ア）避難所の防疫措置 

Ａ 避難所開設後、直ちに、トイレその他消毒を要すると思われる場所に対して、必

要に応じて消毒を行い、以後も適宜消毒を実施する。 

Ｂ 医療衛生支援班と協力して給食施設、トイレ等の生活施設の衛生的管理及び滅菌・

消毒、手洗いの励行等の感染症の発生予防の為の広報及び健康指導を行う。 

Ｃ 食品の衛生的な取り扱いや管理方法等に対して指導を行う。必要に応じて、食品

の安全や衛生確保の為の消毒についても指導を行う。 

Ｄ 避難家屋、下水及びその他感染症発生予防のため消毒を要すると思われる場所の

消毒を行い、または消毒薬を配布し指導する。 

Ｅ 飲料水の安全や衛生の確保の為の塩素剤による消毒の確認と指導を行う。なお、

貯水槽の水を飲用として使用する際には、残留塩素を測定し残留塩素が検出されな

い場合は、塩素剤による消毒を行って再度残留塩素が適正に検出されることを確認

してから使用するように指導を行う。 

（イ）水、食品の安全と衛生の確保 

Ａ 飲料水の安全と衛生を確保する為、飲料水の衛生指導、残留塩素の簡易測定指導

（塩素消毒が有効か否か）、塩素剤や煮沸による消毒の指導を行う。 

Ｂ 食品の安全と衛生を確保する為、避難所の食品衛生指導や炊飯所、弁当･給食調理

場、食品集積場等の衛生確保その他食品に起因する危害発生防止を図る。 

＊災害時及び感染症発生時における消毒等用車両等の供給及び消毒等活動に関する協定書 

〔資料編資料協定第 72・P495〕 

 

② 感染症対策 

【実施主体】都、区災対医療衛生部 

○ 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症が発生した場合や勧告入院中の患者

に転院の必要が生じた場合などには、都福祉保健局と都保健所、区災対医療衛生部が

連携して、受入先医療機関の確保及び移送・搬送手段の確保・必要に応じ行政検体の

確保・搬送を行う。 

○ 都福祉保健局、都保健所及び区災対医療衛生部は、被災地や避難所における感染症

の発生状況を把握し、評価・分析した情報を提供するとともに、必要に応じて感染拡

大防止に向けた注意喚起を実施する。 

○ 都保健所及び区災対医療衛生部は、避難所等において感染症の集団発生が確認され

た際には、都福祉保健局と連携して疫学調査及び感染拡大防止対策を迅速かつ的確に

実施する。 

 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 区は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、予防接種を実施する。 
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【実施主体】都 

○ 都福祉保健局は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、区に対して、

予防接種の実施に関する指導・調整を行う。 

 

③ 被災動物の保護 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 関係団体等と協働して設置した「動物救援本部」が中心となり、被災動物の保護活

動を継続する。 

 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 被災動物の保護に関して都、関係団体等へ協力する。 

 

 

２ 火葬 

区内には、火葬場が存在しないため、遺体の火葬場への搬送手段の確保が重要である。 

 

（１）対策内容と役割分担 

遺体の火葬は、必要に応じて、区において、火葬許可証に代わる証明書として「特例許可

証」を発行するほか、都は、計画に基づき、広域火葬体制を速やかに整備する。 

① 火葬特例の適用・許可証発行について 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 通常の手続が困難な場合には、緊急時の対応として、迅速かつ的確

な処理を期すため、火葬許可証に代わる証明書としての「特例許可証」

を発行する。 

 

② 広域火葬の実施について 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支

援部 

○ 火葬場の被災状況を把握するとともに、棺や火葬場を確保 

○ 状況に応じて、都に広域火葬の応援・協力を要請 

○ 都内で広域火葬が実施される場合、都と調整を図り、広域火葬の円

滑な実施と区民への広域火葬体制の広報に努める。 

○ 都の調整の下、割り振られた火葬場に、火葬に必要な事項、手順等

を確認 

○ 交通規制が行われている場合には、緊急通行車両の標識の交付を受

ける。遺体収容所から受入れ火葬場まで遺体搬送のための措置を講

じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対して、遺体

搬送手段の確保を要請 

災対土木部 ○ 交通規制が行われている場合には、緊急通行車両の標章の交付を受
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機関名 対策内容 

ける。遺体収容所から受入れ火葬場まで遺体搬送のための措置を講

じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対して、遺体

搬送手段の確保を要請 

災対地域本部 ○ 遺体の収容所から火葬場への搬送を災対区民支援部に要請 

都福祉保健局 ○ 広域火葬が必要と判断した場合には、「東京都広域火葬実施計画」に基づき、都

本部に広域火葬の対策に専従する班を編成し、広域火葬体制を整備 

○ 区からの応援・協力要請に基づき、必要性を検証した上で、広域火葬の実施を

決定。速やかに区市町村及び関係団体に周知するとともに、近隣県に今後の応援・

協力の必要性を含めて通知 

○ 対応可能な都内の火葬場に対し、応援を要請し、広域火葬の受け入れについて

の報告を求める。また、都内で対応が困難な場合には近隣県に対し、応援・協力

を要請 

○ 各火葬場の受入可能数に応じ、各区市町村に割り振るとともに、当該火葬場及

び当該県に対し協力を依頼 

○ 火葬場経営者からの応援要請に基づき、他の区市町村及び近隣県等に火葬要員

の派遣を要請 

○ 遺体の搬送について区市町村から要請を受けた場合は、輸送車両等の確保につ

いて、関係機関等へ協力要請する。 

 

（２）業務手順 

【火葬体制】 
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都本部 

（都福祉保健局） 

世田谷区 

都内公営・民間火葬場 

葬祭関係事業団体等 
他 府 県 

（公営火葬場） 

応援要請 

・都に被災状況の報告 

・火葬場、搬送手段の確保 

・都内施設の被災状況調査 

・遺体総数の把握 

・国に状況報告 

・広域火葬への応援・協力要請 

 施設割当 

広域火葬体制 

協力要請 応援要請 

火葬場 
連携 
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（３）詳細な取組み内容 

① 火葬許可証の発行、火葬場への搬送 

【実施主体】区災対地域本部、区災対土木部、区災対区民支援部 

区は、遺体収容所において火葬許可証の発行手続き案内を行い、災害死体送付票を添

付の上、火葬場への搬送を行う。 

迅速な火葬許可事務の実施が困難であると認められる場合には、特例的取扱いとして

戸籍確認事務の事後の実施等、「特例許可証」の発行など、実態に応じた事務処理を行う。 

遺体収容所から火葬場への遺体の搬送については、遺体収容所への搬送と同様に、必

要な車両や作業員は業者から区が調達する。 

区は、遺体の火葬場への搬送に向けて、都内の公営・民間の火葬場や葬祭関係事業団

体等と連携して棺や火葬場を確保し、通行可能な道路にて速やかに搬送する。 

＊東京都広域火葬実施計画 

 

② 火葬 

【実施主体】区区民支援部、区災対土木部、区災対地域本部 

区は、災害発生後、速やかに区内の死者数を把握するとともに、臨海斎場及び近隣の火

葬場の被災状況を把握の上、火葬を行う。区の対応のみでは施設が足りない場合は、都に

対し広域火葬の応援・協力を要請する。 

都は、都内の火葬場等の被災状況や区市町村の状況を踏まえ、広域火葬を含めた迅速な

火葬体制を整備する。その際、都内公営火葬場は先導的な役割を担う。 

広域火葬とは、既存の火葬場の火葬能力だけでは当該区市町村の遺体の火葬を行うこと

が不可能となった場合において、都福祉保健局の調整の下で都内全域及び近隣県等の火葬

場の応援・協力により、広域的に火葬を行うことをいう。広域火葬体制の下では、自然死、

病死等の事由による遺体についても災害による遺体と同様の取扱いとし、区の窓口におい

て火葬の受付を行うとともに、火葬に関する区民からの相談に応じる。 

 

③ 遺骨及び遺留品の取扱い 

【実施主体】区災対地域本部 

遺骨及び遺留品は、「遺骨及び遺留品処理票」を付けて、保管所に一時保管する。 

遺族から遺骨及び遺留品の引取りの要望があれば、「処理票」を整理の上、引き渡す。 

 

④ 身元不明遺体の遺骨の取扱い 

【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部 

身元不明遺体の遺骨と遺留品は保管場所に保管し、１年以内に引取人が判明しない場

合は、身元不明者として、都営納骨堂などに移管する。 
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第８章 

帰宅困難者対策 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 帰宅困難者対策の基本的考え方 

大規模な震災が発生した場合、多くの帰宅困難者が発生し、駅周辺や大規模集客施設な

ど、区内において混乱が想定される。事業者や学校などにおいて、従業員や児童・生徒を

職場や学校等に待機させ、一斉帰宅を抑制し混乱を防止する必要がある。また、帰宅困難

者の搬送について、国や都を中心とした広域的な応援調整が必要となる。 

本章では、地震が発生した場合における帰宅困難者についての対策を示すとともに、行

政機関だけではなく区民、事業者、学校など社会全体で連携し取組みを進めることにより、

駅周辺をはじめとした混乱の防止や帰宅困難者の安全な帰宅を実現することを目標とす

る。 

※ 帰宅困難者の定義「内閣府：大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」より 

【帰宅困難者】 

・ 地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者（近距離を徒歩で帰宅する人） 

を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人）と遠距離徒歩帰

宅者（遠距離を徒歩で帰宅する人）。 

【駅前滞留者】 

・ 特定の駅周辺における「滞留者」を指し、帰宅可能な近距離の徒歩帰宅者及びそれ以外 

の帰宅困難者等。 
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第８章 帰宅困難者対策

○ 東京都帰宅困難者対策条例の普及啓発

○ 帰宅困難者に対する情報提供に向けた体制の整備

○ 一時滞在施設の確保、体制の充実

○ 帰宅支援時における搬送、支援体制の充実

○ 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底（従業員の帰
宅抑制、３日分の備蓄、駅・大規模集客施設の利用
者保護、学校等における児童・生徒等の安全確保）

○ 国、都、区市町村、事業者等の連携による安否確認
や情報提供のための基盤整備

○ 国、都、事業者団体等と連携し、帰宅困難者を支援
する施設を充実

○ 帰宅支援のための代替輸送手段、地域での取組の推
進

○事業所における帰宅困難者対策の強化 ○災害時帰宅支援の充実

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

都帰宅困難者対策条例の周知徹底

駅前滞留者対策ガイドライン

集客施設及び駅等の利用者保護

通信事業者と連携した情報提供体制整備

帰宅困難者支援施設の選定、一時滞在施設の確
保・拡充

滞留者に対する情報提供、帰宅困難者等の誘導

集客施設及び駅等における利用者保護

一時滞在施設の開設・帰宅困難者の受入

事業所・学校等における施設内待機

○ 東京都帰宅困難者対策条例に基づく取組の周知徹底

○ 帰宅困難者への情報通信体制整備

○ 一時滞在施設の確保

○ 駅等の混乱防止策

○ 事業所等における帰宅困難者

都、事業者等と連携した施設確保

都による災害時帰宅支援ステーションの指定、帰
宅支援対象道路の周知

○ 徒歩帰宅支援のための体制整備

防災活動への参加、情報提供体制の確保

○ 帰宅困難者の受入れに協力できる民間事業者との協
定締結により３箇所の一時滞在施設を確保

○ 区内幹線道路沿いや主要駅の近隣施設を帰宅困難者
支援施設として指定、飲料水や簡易食料等の備蓄

○ 駅や幹線道路に近い区民施設11箇所及び協定締結施
設1箇所を帰宅困難者支援施設として選定

○ 都による帰宅支援ステーションの確保

○ 二子玉川駅周辺における帰宅困難者対策訓練の実施、
協議会設置に向けた対策検討

第１節 現在の到達状況

徒歩帰宅訓練の実施

鉄道運行情報等の提供

事業者と連携した徒歩帰宅の支援

○ 徒歩帰宅者の代替輸送

○ 徒歩帰宅者の支援

事業者における施設内待機計画の策定 代替輸送手段の確保
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第８章 帰宅困難者対策

○ 東京都帰宅困難者対策条例の普及啓発

○ 帰宅困難者に対する情報提供に向けた体制の整備

○ 一時滞在施設の確保、体制の充実

○ 帰宅支援時における搬送、支援体制の充実

○ 東京都帰宅困難者対策条例の周知徹底（従業員の帰
宅抑制、３日分の備蓄、駅・大規模集客施設の利用
者保護、学校等における児童・生徒等の安全確保）

○ 国、都、区市町村、事業者等の連携による安否確認
や情報提供のための基盤整備

○ 国、都、事業者団体等と連携し、帰宅困難者を支援
する施設を充実

○ 帰宅支援のための代替輸送手段、地域での取組の推
進

○事業所における帰宅困難者対策の強化 ○災害時帰宅支援の充実

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

都帰宅困難者対策条例の周知徹底

駅前滞留者対策ガイドライン

集客施設及び駅等の利用者保護

通信事業者と連携した情報提供体制整備

帰宅困難者支援施設の選定、一時滞在施設の確
保・拡充

滞留者に対する情報提供、帰宅困難者等の誘導

集客施設及び駅等における利用者保護

一時滞在施設の開設・帰宅困難者の受入

事業所・学校等における施設内待機

○ 東京都帰宅困難者対策条例に基づく取組の周知徹底

○ 帰宅困難者への情報通信体制整備

○ 一時滞在施設の確保

○ 駅等の混乱防止策

○ 事業所等における帰宅困難者

都、事業者等と連携した施設確保

都による災害時帰宅支援ステーションの指定、帰
宅支援対象道路の周知

○ 徒歩帰宅支援のための体制整備

防災活動への参加、情報提供体制の確保

○ 帰宅困難者の受入れに協力できる民間事業者との協
定締結により３箇所の一時滞在施設を確保

○ 区内幹線道路沿いや主要駅の近隣施設を帰宅困難者
支援施設として指定、飲料水や簡易食料等の備蓄

○ 駅や幹線道路に近い区民施設11箇所及び協定締結施
設1箇所を帰宅困難者支援施設として選定

○ 都による帰宅支援ステーションの確保

○ 二子玉川駅周辺における帰宅困難者対策訓練の実施、
協議会設置に向けた対策検討

第１節 現在の到達状況

徒歩帰宅訓練の実施

鉄道運行情報等の提供

事業者と連携した徒歩帰宅の支援

○ 徒歩帰宅者の代替輸送

○ 徒歩帰宅者の支援

事業者における施設内待機計画の策定 代替輸送手段の確保
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第８章 帰宅困難者対策 

第１節 現在の到達状況 
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第８章 帰宅困難者対策 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 

都は、国と共に東日本大震災の教訓を踏まえ、首都圏自治体、鉄道・通信事業者、民間団体

等からなる協議会を、平成 23 年９月に設置し、平成 24 年９月に最終報告及び各種ガイドライ

ンを取りまとめた。 

 

２ 都帰宅困難者対策実施計画の策定 

都は、平成 24 年 11 月に、帰宅困難者対策の事業方針や行政の支援策等を取りまとめた「東

京都帰宅困難者対策実施計画」を策定した。 

 

３ 都帰宅困難者対策条例の施行 

都は、平成 25年４月に「東京都帰宅困難者対策条例」を施行し、帰宅困難者対策を総合的に

推進している。 

区は、都や関係機関と連携して、一斉帰宅駅周辺の混雑防止に努めるとともに、帰宅困難者

が安全に帰宅できるよう帰宅者への支援に努めている。 

 

４ 東日本大震災時の状況 

東日本大震災では、交通機関等の運行停止により、通勤、通学、買い物客等多くの帰宅困難

者が発生した。東日本大震災では、区内幹線道路に帰宅困難者が大量に発生したため、区は緊

急的な措置として、区立の集会施設などを 24箇所開放した。 

 

５ 一時滞在施設の確保 

都は、都立施設 200 箇所を一時滞在施設（約７万人分）として指定し、備蓄品の配備を行う

とともに、都と一時滞在施設間の情報連絡体制の整備等を行った。また、区内において「一時

滞在施設」（７箇所）を指定した。 

区は、帰宅困難者の受入れに協力できる民間事業者と協定を締結し、３箇所の一時滞在施設

を確保した。 

＊一時滞在施設一覧〔 

資料第 57・P128〕 

 

６ 帰宅困難者支援施設の指定 

区は、東日本大震災を踏まえ、駅や幹線道路に近い区民施設 11箇所及び協定締結施設 1箇所

を、「帰宅困難者支援施設」として選定している（令和２年４月現在）。帰宅困難者支援施設で

は、飲料水やトイレ、情報などを提供する。 

＊帰宅困難者支援施設一覧〔資料編資料第 58・P129〕 
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７ 帰宅支援ステーションの確保 

都は、混乱収拾後の帰宅支援のため、災害時帰宅支援ステーションを 10,752 箇所確保した

（（令和２年４月現在）。災害時帰宅支援ステーションでは、可能な範囲で水道水、トイレ、地

図等による道路情報、ラジオ等で知り得た通行可能な道路に関する情報などを提供する。 

＊災害時帰宅支援ステーション一覧〔資料編資料第 59・P130〕 

 

８ 帰宅困難者支援の取組み 

【帰宅困難者対策】 

○ 平成 26年６月二子玉川駅周辺で、SNS活用により、帰宅困難者対策訓練を実施した。 

○ 二子玉川駅周辺では、平成 27年度から、駅周辺事業者等による駅前滞留者対策の検討を

行ってきた。平成 29年１月には連絡会が発足し、定期的に情報共有等を行っている。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】※都内での想定 

被害項目 想定される被害 

都内滞留者数 最大 13,874,939人 

帰宅困難者数 最大  5,166,126人 

 

１ 都帰宅困難者対策条例に基づく取組みの周知徹底における課題 

都帰宅困難者対策条例で規定した内容について、区民、事業者、学校などにおいても周知を

図り、従業員等の施設内待機に係る計画の作成や３日間の水・食料等の備蓄を行うことが必要

である。 

 

２ 帰宅困難者への情報通信体制整備に関する課題 

東日本大震災では、通信事業者の安否確認に関するツールは十分に活用されたとは言い難く、

行政と民間が連携して帰宅困難者に対する情報提供に向けた体制を整備する必要がある。 

 

３ 一時滞在施設等に関する課題 

被害想定では、行き場のない帰宅困難者が多数発生すると想定されており、都や区や関係団

体が連携し、滞在を支援する施設の確保及び体制の充実が必要である。 

○ 帰宅困難者の円滑な支援を行うため、国・都と情報共有について連携した対応を行って

いく仕組みが必要である。 

○ 帰宅困難者となる人々に対して一時滞在施設、帰宅困難者支援施設及び災害時帰宅支援

ステーションを周知する必要がある。 

○ 大量の帰宅困難者が殺到することが想定される主要駅周辺地域等における対策が必要で

ある。 

４ 帰宅支援に関する課題 

混乱収拾後の、代替交通機関による帰宅困難者の搬送体制や、徒歩帰宅者をサポートする災

害時帰宅支援施策などの支援体制の充実が必要である。 

また、東日本大震災の教訓を踏まえて、関係団体が事前の役割分担の下、連携・協力する体

制を推進する必要がある。 

さらに、新 BOP、区立・私立保育園、児童館、私立幼稚園、一時預かり事業実施施設におけ

る児童、生徒等の保護策を充実させる必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 組織の力の活用 

「組織は組織で対応する」ことを帰宅困難者対策の基本原則とする。すなわち、企業、学校

等組織のあるところは、発災時には、組織の責任において、安否確認や交通情報等の収集を行

い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員や顧客等の扱いを検討し、帰宅する者について

は安全確保の観点に留意して、一時にターミナル駅等に殺到することがないよう、一斉帰宅の

抑制を行う。 

 

２ 役割分担の明確化 

帰宅困難者対策は、多岐にわたる分野に課題が及んでおり、個々の対応には限界がある。こ

のため、この課題に関するすべての機関と事業所や帰宅困難者自身の責務と役割を明確にし、

分担して的確に対策を実施するものとする。 

 

３ 相互連携体制の構築 

多岐にわたる分野に課題が及んでおり、行政（国、都、周辺自治体）、事業所、防災関係機関

及び関係機関が、相互に連携・協力する仕組みづくりを進め、発災時における交通関係情報等

の提供・交換、水や食料の確保、従業員等の保護、仮宿泊場所の確保等について、支援体制の

構築を図っていくものとする。 

 

４ 都帰宅困難者対策条例に基づく取組みの周知徹底 

都帰宅困難者対策条例で規定した内容を区民、事業者、学校等に周知していく（従業員の一

斉帰宅抑制、３日分の水・食料等の備蓄、駅・大規模集客施設の利用者保護、学校等における

児童・生徒等の安全確保など）。 

 

５ 情報通信基盤の整備 

国、都、区市町村、事業者等の連携による、帰宅困難者に対する安否確認や情報提供のため

の基盤を整備する。 

 

６ 帰宅困難者の支援施設に関する課題 

帰宅困難者が滞在する施設の確保に向けて、区関連施設を指定するとともに、国、都、事業

者団体等と連携し、帰宅困難者を支援する施設の充実を目指す。 

 

７ 帰宅支援のための対策 

帰宅支援の対策として、主要な沿線沿いの災害時帰宅支援施策の更なる充実、地域での取組

みの推進を目指す。 

○ 区、事業者、就労者、区民が一体となった実践的な対策訓練等を継続的に実施する。 

○ 国・都と情報共有について連携した対応を検討していく。 

○ 二子玉川だけでなく、さらに三軒茶屋や下北沢などの主要駅においても帰宅困難者対策

を進めていく。 
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○ 帰宅困難者ハンドブック等を活用して、一時滞在施設及び帰宅困難者支援施設について

周知を図っていく。 

○ 新 BOP、区立・私立保育園、児童館、私立幼稚園、一時預かり事業実施施設における児

童、生徒等の保護策を充実させていく。 
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第４節 到達目標 

１ 事業所における帰宅困難者対策の強化 

都帰宅困難者対策条例に基づき、都内の事業所は、一斉帰宅を抑止し、従業員等の施設内待

機のための計画を策定し、従業員等への周知や３日分の備蓄の確保などの取組みを行う。 

 

２ 災害時帰宅支援の充実 

混乱収拾後に徒歩帰宅する帰宅困難者の支援及び駅周辺における混乱防止のため、都や関係

諸機関と協力し、情報提供を図るなど災害時の帰宅困難者支援の充実を図る。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 帰宅困難者対策条例に基づく取組みの周知徹底 ３ 一時滞在施設の確保 

２ 帰宅困難者への情報通信体制整備 ４ 徒歩帰宅支援のための体制整備 

 

１ 帰宅困難者対策条例に基づく取組みの周知徹底 

（１）対策内容と役割分担 

首都直下地震等への備えを万全とするためには、「自助」、「共助」、「公助」による総合的な

対応が不可欠である。帰宅困難者等の発生による混乱を防止するための一斉帰宅の抑制など

の条例の内容を周知する必要がある。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 都帰宅困難者対策条例に基づく取組みの区民・事業者への周知 

○ 駅ごとの駅前対策協議会等を設置・運営支援 

○ 駅周辺の滞留者の一時滞在場所となる誘導先を確保 

災対統括部 ○ 都帰宅困難者対策条例に基づく取組みの区民・事業者への周知 

災対土木部 ○ 鉄道・バス・タクシー等事業者との連携・対策 

○ 駅ごとの駅前対策協議会等を運営支援 

警視庁・警察署 ○ 所轄の警察署は、計画の策定、広報及び誘導要領等に関し、駅前対策

協議会等に対して助言 

○ 駅前対策協議会等と連携した訓練の実施 

○ 地域版パートナーシップを活用した広報・啓発活動の推進 

東京消防庁・消防署 ○ 所轄の消防署は、駅前対策協議会等に対して指導・助言 

○ 消防計画・事業所防災計画の作成状況の確認、作成の指導 

世田谷区商店街連合

会 

○ 団体及び会員企業向け啓発や対策の実施 

○ 団体における連携協力体制の整備 

事業者 ○ 企業等における従業員等の一斉帰宅の抑制のための施設内における

体制整備や必要な備蓄の確保 

○ 外部の帰宅困難者を受入れるため 10％程度余分の備蓄を検討 

○ 企業等における施設内待機計画の策定と従業員等への周知 

集客施設及び駅の事

業者 

○ 集客施設及び駅における利用者保護のための施設内における体制整

備や必要な備蓄の確保 

○ 集客施設及び駅における利用者保護計画の策定と従業員等への理解

の促進 

一時滞在施設 ○ 帰宅困難者を受入れるための体制整備や必要な備蓄の確保 

○ 一時滞在施設開設の訓練 

区民 ○ 外出時の発災に備えた必要な準備 
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機関名 対策内容 

都総務局 ○ 都帰宅困難者対策実施計画に基づく取組みの推進 

○ 都帰宅困難者対策条例の都民・事業者への普及啓発 

○ 都は、国とともに、首都圏自治体、鉄道・通信事業者、民間団体等からなる「首

都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議」を設置 

都都市整備局 ○ 都市開発の機会を捉え、従業員用の防災備蓄倉庫等の整備を促進 

東京商工会議所 

東京経営者協会 

東京青年会議所 

○ 団体及び会員企業向け啓発や対策の実施 

○ 団体における連携協力体制の整備 

 

（２）詳細な取組み内容 

都及び区は、帰宅困難者対策に関する対策全般について、都帰宅困難者対策実施計画に基

づき、取組みを推進する。 

① 都帰宅困難者対策条例に基づく取組みの周知徹底 

○ 都及び区は、都民、事業者、学校等、そして行政機関が取り組むべき基本的事項に

ついて定めた、都帰宅困難者対策条例の内容について、ホームページ、パンフレット

の配布、説明会の実施等により普及啓発を図る。 

○ 都帰宅困難者対策条例で規定した内容を実施するための事業方針及び行政の支援策

等を取りまとめた都帰宅困難者対策実施計画に基づく取組みを推進するとともに、区

民や事業者等に周知していく。 

○ 帰宅困難者対策の必要性を訴求する動画の活用や従業員の一斉帰宅抑制に積極的に

取り組む企業等を認定する制度などを通じ、対策に協力する都民・企業等の裾野拡大

を図るとともに、災害時の助け合いの気運を醸成する。 

ア 都帰宅困難者対策条例の概要 

○ 企業等従業員の施設内待機の努力義務化 

○ 企業等従業員の３日分の備蓄（飲料水、食料等）の努力義務化 

○ 駅、大規模な集客施設等の利用者保護の努力義務化 

○ 学校等における児童・生徒等の安全確保の努力義務化 

○ 官民による安否確認と災害関連情報提供のための体制整備等 

○ 一時滞在施設の確保に向けた都、国、区市町村、民間事業者との連携協力 

○ 帰宅支援（災害時帰宅支援ステーションの確保に向けた連携協力等） 

＊東京都帰宅困難者対策条例〔資料編資料第 131・P297〕 

 

② 事業者における施設内待機計画の策定 

【実施主体】事業者 

ア 従業員等の施設内待機に係る計画の策定 

○ 事業者は、「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」を参考に、消防計画・事

業所防災計画を定めておく。 

○ その際、他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難者等対策

の取組みへの参加等についても可能な範囲において計画に明記する。 

○ テナントビルの場合や入居者が複数存在する複合ビルの場合、あらかじめ役割分担
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を取り決める。 

○ 事業者は、計画を従業員等に周知する。 

○ 都及び区は、都市開発の機会を捉え、従業員用の防災備蓄倉庫等の整備の促進を図

る。 

イ 備蓄 

○ 従業員等が企業等の施設内に一定期間待機するためには、必要な水、食料、毛布、

簡易トイレ、衛生用品（トイレットペーパー等）、燃料（非常用発電機のための燃料）

等をあらかじめ備蓄しておく必要がある。 

○ 発災後３日間は、救出・救助活動を優先する必要があるため、従業員等の一斉帰宅

が救出・救助活動の妨げとならないよう、発災後３日間は、事業者が従業員等を施設

内に待機させる必要がある。ただし、震災の影響の長期化に備え、３日分以上の備蓄

についても検討していく。 

○ 事業者は、共助の観点から、外部の帰宅困難者のために、10％程度の量を余分に備

蓄することも検討していく。 

○ 備蓄の考え方は、下記の「一斉帰宅抑制における従業員等の備蓄の考え方について」

のとおりとする。 

 

【「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」における一斉帰宅抑制における従業

員等の備蓄の考え方について】 

１ 対象となる企業等 

国、都、区市町村等の官公庁も含む全ての事業者 

２ 対象となる従業員等 

雇用の形態（正規、非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員 

３ ３日分の備蓄量の目安 

・ 水については、１人当たり１日３リットル、計９リットルとする。 

・ 主食については、１人当たり１日３食、計９食とする。 

・ 毛布については、１人当たり１枚とする。 

・ その他の品目については、物資ごとに必要量を算定する。 

４ 備蓄品目の例示 

（１）水：ペットボトル入り飲料水 

（２）主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 

※ 水や食料の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。 

（３）その他の物資（特に必要性が高いもの） 

・ 毛布やそれに類する保温シート 

・ 簡易トイレ、衛生用品（トイレットペーパー等） 

・ 敷物（ビニールシート等） 

・ 携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池 

・ 救急医療薬品類 

（備考） 

１ 上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味して、企業ごとに必要な備蓄品を

検討していくことが望ましい。（例）非常用発電機、燃料、工具類、調理器具（携
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帯用ガスコンロ、鍋等）、副食（缶詰等）、ヘルメット、軍手、自転車、地図 

２ 企業等だけでなく、従業員自らも備蓄に努める。 

（例）非常用食品、ペットボトル入り飲料水、運動靴、常備薬、携帯電話用電源 

ウ 施設の安全対策 

○ 事業者は、日頃から耐震診断・耐震改修やオフィスの家具類の転倒・落下・移動防

止措置、事務所内のガラス飛散防止対策等に努める。 

○ 災害発生時の建物内の点検箇所をあらかじめ定めておくとともに、安全点検のため

のチェックリストを作成する。 

○ 停電時の対応も含め、建物及び在館者の安全確保の方針について、消防計画・事業

所防災計画で具体的な内容をあらかじめ定めておく。 

○ 高層ビルについては、高層階で大きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を

講じておく。 

 

エ 連絡手段の確保 

○ 事業者は、発災時における従業員等との連絡の手段・手順をあらかじめ定めておく

とともに、従業員等が安心して施設内に待機できるよう、その家族等との安否確認手

段を従業員等へ周知する必要がある。 

（ア）外出する従業員等の所在確認 

従業員等は、訪問先の事前連絡、訪問先変更の連絡を行うことなどにより発災時に

企業等が、従業員等の所在を把握できるような対応に努める。 

また、被災した場所から会社もしくは自宅の距離に応じて従業員等が取るべき対応

を検討しておくことが望ましい。 

（イ）安否確認手段 

安否確認については、電話の輻輳や停電等の被害を想定し、それぞれの通信手段網

の特性を踏まえて複数の手段を使うことが望ましい。 

 

オ 帰宅ルールの設定 

（ア）帰宅時間が集中しないための対応 

日頃から、従業員等の居住地、家族の事情などの把握に努め、帰宅者の順序をあら

かじめ定めておく。この際には、帰宅する方面に応じて順序を考慮することも検討す

る。 

（イ）帰宅状況の把握 

従業員等が安全に帰宅したことをメール等の方法により確認する。 

また、従業員等を班編成し、帰宅させる場合には、その班ごとにあらかじめ連絡要

員を指定し、定期的に企業等と所在確認することなども検討する。 

 

カ 訓練 

○ 事業者は、地震を想定して自衛消防訓練等を定期的に実施する際に、併せて施設内

待機に関する手順等についても確認し、必要な場合は改善を行う。 

○ 事業者は、年１回以上の訓練を定期的に実施し、当該訓練の結果について検証する
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とともに、必要に応じて施設内待機に係る計画等に反映させる。 

キ 関係団体との連携 

○ 事業者や関係団体は、ポスター・パンフレット等の配布や講習会等の開催及び企業

備蓄の啓発などを行う。また、都や区、地域と連携し、団体及び会員企業向け対策を

実施する。地域住民と会員企業との連携・協力について、会員企業に対し、啓発を行

うとともに、団体において連携協力体制を整備する。 

 

③ 駅前滞留者対策ガイドライン 

内閣府で取りまとめた「駅前滞留者対策ガイドライン（平成 24 年９月）」においては、

関係団体が連携し、駅ごとに、都、区、所轄の警察署・消防署、鉄道事業者、駅周辺事業

者等を構成員とする、協議会等を設置し、災害時の各機関の役割や地域の行動ルール等を

定めるとしている。 

【駅前対策協議会（仮称）の主な所掌事項】 

○ 滞留者の誘導方法と役割分担 

○ 誘導場所の選定 

○ 誘導計画、マニュアルの策定 

○ 駅前対策訓練の実施 

○ 災害時における情報の共有化と連絡体制の確立 

○ 帰宅困難者の駅舎での待機の実施と体制の整備 

 

【地域の行動ルール】 

駅前対策協議会（仮称）では、首都直下地震等発生時の駅周辺の滞留者の安全確保と

混乱防止に向けた「地域の行動ルール」を策定する。基本となる「地域の行動ルール」

は以下のとおりである。 

○ 組織は組織で対応する（自助） 

地域内の事業所、施設、学校等は、自らの所属する組織単位ごとに、従業員、

来所者、学生等に対する取組みを行う。 

○ 地域が連携して対応する（共助） 

駅前対策協議会（仮称）が中心となり、地域の事業者等と連携した取組みを行

う。 

○ 公的機関は地域をサポートする（公助） 

区が中心となって、都、国と連携・協力して、地域の対応を支援する。 

 

【駅前対策協議会（仮称）による取組み】 

○ 駅前対策協議会（仮称）では、平時より参加団体の役割分担を定め、現地本部を中

心とした連絡体制を構築する必要がある。図上訓練や情報連絡訓練などで検証し、地

域の行動ルールに反映させる。 

○ 電話の輻輳や停電等の影響を受けないように、参加団体間の情報共有のための連絡

体制を計画的に整備する。 

○ 駅前対策協議会（仮称）が所在する駅周辺の地域特性を踏まえ、情報提供手段につ
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いて検討する。あらかじめ、情報収集や駅前への情報提供について、駅前対策協議会

（仮称）で参加団体の役割分担や手順を決めておく。 

○ 駅前対策協議会（仮称）は、区が行う一時滞在施設の確保に協力する。 

○ 災害時における避難経路等の安全点検等を平時から実施し、地域の防災力を高める

よう取り組むことが重要である。 

○ 都と区は、都内の大規模ターミナル駅周辺など、多くの帰宅困難者が発生すると想

定される地域については、重点的に施策を行っていくことも検討する。この際、駅前

対策協議会（仮称）と連携し、地域内の一定規模の施設に対し、区と一時滞在施設の

協定を結ぶよう働きかけるとともに、地域への来訪者に、自助の取組みを促すよう普

及啓発していく。 

 

④ 集客施設及び駅等の利用者保護 

【実施主体】事業者、学校等 

ア 利用者保護に係る計画の策定 

○ 事業者は、内閣府で取りまとめた「大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガ

イドライン（平成 24 年９月）」及び都帰宅困難者対策実施計画を参考に、消防計画・

事業所防災計画において、利用者の保護に係る計画をあらかじめ定めておく。 

 

イ 利用者保護の対応方法の検討 

○ 事業者は、利用者の安全確保のため、発災直後の施設内待機や安全な場所への誘導

や案内手順について、あらかじめ検討しておく。 

この際、必要と考えられる備蓄品の確保や必要とする人への提供方法、要配慮者（高

齢者、障害者、乳幼児、妊産婦）通学中の小中学生や急病人への対応等の具体的な内

容についても検討しておく。 

•  要配慮者、通学の小中学生への対応 

事業者は、施設の特性や状況に応じ、必要となる物資を検討してあらかじめ備え

ておくこととする。例えば、車椅子や救護用担架、段差解消板等を備えておく。ま

た、可能な限り優先的に待機スペースや物資が提供されるように配慮する。 

•  外国人への対応 

誘導の案内や情報提供などについて配慮する。例えば、英語、中国語等の誘導案

内板による対応や、外国人でも分かりやすいピクトグラム・「やさしい日本語」の活

用を検討する。 

 

ウ 施設の安全対策 

○ 事業者は、日頃から耐震診断・耐震改修や家具類の転倒・落下・移動防止対策、施

設内のガラス飛散防止対策等に努める。なお、高層ビルについては、高層階で大きな

揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を講じておく。 

○ 事業者が管理する施設に隣接して、道路や通路、広場など、自治体等が管理所有す

る施設がある場合は、これらの管理者と連携し、案内又は誘導に必要な経路の確保や
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経路上の被災時の安全確保等について確認するなど、状況に応じた施設の安全確保に

努める。具体的な対象施設として、駅及び駅に接続する自治体管理の自由通路などが

考えられる。 

○ 事業者は、施設の安全点検のためのチェックリストを作成する。その際、事業者は、

利用者が待機するための施設内の安全な待機場所リストもあらかじめ計画しておく。 

 

エ 備蓄 

○ 各事業者は、一時滞在施設の開設が遅れることも視野に入れ、施設の特性や実情に

応じて、当該施設において利用者の保護に必要な水や毛布等を備えておく。 

 

オ 訓練 

○ 各事業者は、建物所有者、施設管理者、テナント事業者等と相互に協力し、年１回

以上の訓練を通じて、利用者保護の手順等について確認し、必要な場合は改善を行う。 

○ また、事業者は、訓練の結果を検証し、計画等に反映させる。 

○ 訓練に当たっては、停電や通信手段の断絶など、発災時の様々な状況を想定した利

用者への情報提供に関する訓練を行う。 

○ 区、駅、駅周辺事業者、公共施設の管理者などは、混乱の防止や安全確保、一斉帰

宅抑制、安否確認、一時滞在施設の開設・誘導、帰宅支援など帰宅困難者対策訓練の

実施に努める。 

 

カ 学校等における児童・生徒等の安全確保 

○ 区立小中学校、保育園、通所福祉施設において、施設内での長時間にわたる待機に

備えた対応マニュアル等の作成や飲料水、非常食、毛布などの物資の備蓄を行う。 

○ 学校等は、学校危機管理マニュアル等に基づくとともに、必要に応じ災害時の児童

生徒の安否確認ハンドブック等を参考にし、保護者等との連絡体制を平時より整備す

るとともに、発災時には、児童・生徒等の学校内又は他の安全な場所での待機、その

他児童・生徒等の安全確保のために必要な措置を行う。 

 

キ 区民における準備 

○ 外出時の災害に備え、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機

又は避難する場所、徒歩による帰宅経路の確認、歩きやすい靴などその他必要な準備

をする。 
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２ 帰宅困難者への情報通信体制整備 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

災対財政・広報

部 

○ 事業者及び帰宅困難者への情報提供 

◎災対統括部 ○ 事業者及び帰宅困難者への情報提供ツールの周知 

警視庁・警察署 ○ 適切な情報連絡や安全な避難誘導の指示を伝えるための広報用資器

材の整備 

通信事業者 ○ 事業者及び帰宅困難者が情報提供を受けられる体制の整備 

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等の災害用安否

確認サービスの普及啓発、防災訓練等における利用体験の実施 

都総務局 ○ 事業者及び帰宅困難者が情報提供を受けられる体制整備及び情報提供ツールの周

知、ガイドライン等の作成 

○ 都のホームページにおける帰宅困難者向けポータルサイト等の設置・運営 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】都、区、事業者等 

○ 都及び区は、震災時の帰宅困難者等に対する安否の確認及び災害関連情報等の提供を

行うため、通信事業者と連携して、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等を提供する

ための体制を構築する。 

○ 帰宅困難者等への円滑な情報提供を確保するため、関係機関の役割分担・連携要領、

情報提供内容について、内閣府が定めた帰宅困難者等への情報提供ガイドラインを基に、

国・都・区・事業者等は取組みを進めていく。 

 

 

３ 一時滞在施設の確保 

（１）対策内容と役割分担 

駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者などは、帰宅が可能となるまでの間に待

機する場所がない場合が多い。そのため、このような帰宅困難者を一時的に受入れるための

施設（一時滞在施設）を確保する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 帰宅困難者支援施設の選定、運営体制の構築 

○ 一時滞在施設の周知・運営の具体化 

○ 事業者や関係団体と、一時滞在施設の提供に関する協定締結 

災対統括部 ○ 一時滞在施設の周知 

○ 事業者や関係団体と、一時滞在施設の提供に関する協定締結 

事業者団体 ○ 加盟事業者に対して、一時滞在施設確保の協力を依頼 
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機関名 対策内容 

事業者 ○ 事業所建物や事業所周辺の被災状況を確認の上、従業員等の安全を確

保するため、従業員等を一定期間事業所内に留めておくよう努める。 

○ 帰宅困難者の受入れにできる限り協力 

一時滞在施設となる

施設 

○ 行政機関と連携して、帰宅困難者の受入れをするための体制を整備 

区 

 

○ 区民等に対して一時滞在施設について普及啓発 

○ 一時滞在施設の名称や所在地等を、各防災関係機関へ周知 

国 

都総務局 

○ 一時滞在施設の運営に係る費用について、国庫補填の対象となる災害

救助法の考え方（適用可能性や費用負担）について整理 

○ 民間施設の協力を得るために、災害救助基金の活用等の必要な仕組み

や補助等の支援策について検討し、地域の実情に応じて支援策を具体化 

都総務局 ○ 都立施設及び関係機関の施設を一時滞在施設として指定し、周知 

○ 国、区市町村、事業者団体に対して、一時滞在施設の確保について協力を要請 

○ 都帰宅困難者対策実施計画に基づく対策を推進 

都都市整備局 ○ 都市開発の機を捉え、一時滞在施設の整備を促進 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 帰宅困難者支援施設の選定 

【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部 

東日本大震災を踏まえ、区として帰宅困難者支援施設を選定し、駅や幹線道路に近い

区民施設 12箇所を、帰宅困難者が発生した場合の支援場所として活用することとした。 

帰宅困難者支援施設では、飲料水やトイレ、情報などを提供する。 

＊帰宅困難者支援施設一覧〔資料編資料第 58・P129〕 

 

〔徒歩帰宅者に対する支援〕 

機関名 内容 

区 

帰宅困難者支援施設に指定した 11 箇所の施設では、飲料水やトイレ、情

報などを提供する。 

区の帰宅困難者支援施設（11箇所）は以下のとおりである。 

太子堂区民センター、上馬地区会館、経堂地区会館、北沢総合支所、新代

田区民センター、深沢区民センター、桜新町区民集会所、砧区民会館成城ホ

ール、大蔵第二運動場ロビー、烏山区民センター、上北沢区民センター 

区が協定締結した帰宅困難者支援施設（1箇所）は以下のとおりである。 

世田谷郵便局 

都 

帰宅支援ステーションに指定した都立学校等で水、トイレ、休息の場の提

供等を行う、また、コンビニエンスストアやガソリンスタンド、ファミリー

レストラン等と帰宅困難者支援に関する協定を締結し、飲料水、トイレ等の

提供を要請する。 
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機関名 内容 

警視庁・警察署 
避難道路への警察官の配置や、交通規制資器材資機材を活用した誘導路の

確保等 

東京電力グループ 電力供給の早期復旧及び帰宅者支援のための施設の電力安定供給の確保 

 

 

② 一時滞在施設の確保 

【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部、都 

○ 地元の事業者等に協力を求め、必要に応じて、大規模集客施設（ホール、映画館、

学校など）や民間施設について、一時滞在施設の提供に関する協定を締結する。 

【施設の選定基準】 

•  鉄道駅や幹線道路からのアクセスが良いこと 

•  鉄道については、主要駅からのアクセスを考慮する。 

•  幹線道路からのアクセスを考慮する。 

•  以下の位置・設備等施設状況を考慮して選定する。 

—  鉄道駅もしくは幹線道路から無理なく誘導できるか 

—  食料・飲料水・防寒用品の備蓄場所が確保されているか 

—  一時的な休憩ができるスペースを確保できるか 

—  既存設備を活用して災害・交通・気象情報を提供できるか 

【避難所との分離設置】 

避難所は原則として周辺住民の避難を想定しているため、帰宅困難者の滞在施設は、

避難所以外の公共施設に単独設置する。 

【区役所本庁舎の取扱い】 

区役所については、次の点を踏まえ区本部の機能に特化することを優先する。 

•  区役所本庁舎は認知度において、一時滞在施設として帰宅困難者や避難者が集ま

ってくることが予想される。 

•  区役所は、発災時に多数の関係機関との連絡調整や立ち入りが想定され、応急対

策・復旧・復興のための拠点施設になる。 

•  そのため、本庁舎に訪れた帰宅困難者に対しては一時滞在施設又は帰宅困難者支

援施設を、避難者については避難所を案内する。 

 

③ 都との連携 

【実施主体】都 

○ 区は、都が「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」に基づいて実施する取

組みについて協力する。 

○ 都は、広域的な立場から、国、区市町村、事業者団体に対して、一時滞在施設の確

保について協力を求める。国が所有・管理する施設については、区市町村又は都から

の要請を受け、又は自主的に国が一時滞在施設として帰宅困難者等を受入れる。 

○ 都は、都市開発の機会を捉え、大規模な新規の民間建築物に対して、一時滞在施設
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の確保に向けた環境の整備を促進する。 

○ 都は、鉄道、幹線道路沿線にある公的施設から、都が実施する災害時帰宅支援ステ

ーション及び一時滞在施設の連携を踏まえ、選定基準に基づいて施設を指定している。 

＊「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」における一時滞在施設の考え方 

〔資料編資料第 60・P132〕 

＊「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」における一時滞在施設の運営の準備（平常時）

〔資料編資料第 61・P134〕 

 

④ 事業者における対策 

【実施主体】事業者、学校、マンション開発者、マンション管理者等 

○ 事業者、学校、マンション開発者、マンション管理者等は、区や都の要請に応じて、

管理する施設を一時滞在施設として提供することを検討し、受入可能な場合は、区と

協定を締結する。 

○ 事業者団体は、加盟事業者に対して、それぞれが管理する施設を一時滞在施設とし

て提供することについて協力依頼を行う。 

○ 一時滞在施設として確保した公立施設の名称や所在地等は、原則として公表する。 

○ 民間施設等で施設管理者側が非公表を希望した場合でも、発災時は公表を前提とし、

発災時は、地域における施設への誘導方法などと整合性を図ることにより開示する。

あわせて行政機関や駅前対策協議会等の関係機関において情報共有する。 

○ 「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」を踏まえ、都が策定した「都立施

設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」に基づき、都立の一時滞在施設は、災

害時に帰宅困難者を受入れるための体制を整備する。 

○ 要配慮者等への対応を図るため、一時滞在施設の待機スペースの一部を要配慮者へ

の優先スペースとすることや、外国人にも分かりやすいピクトグラム等の活用、「やさ

しい日本語」、英語、中国語等の誘導案内板等による対応を検討するなど受け入れのた

めの態勢を整備する。 

 

【実施主体】都 

○ 都は、地域の実情に応じて、民間の一時滞在施設へ備蓄等の支援などを、都帰宅困

難者対策実施計画に基づき実施する。 

 

  



第８章 帰宅困難者対策 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 347 

第
８
章 帰

宅
困
難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

４ 徒歩帰宅支援のための体制整備 

（１）対策内容と役割分担 

混乱収拾後、帰宅困難者の帰宅を支援するため、都や区、関係機関等が連携して、鉄道運

行状況や帰宅道路に関する情報の提供、徒歩帰宅者に対する沿道支援、代替輸送手段の確保

等の体制を構築する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 帰宅困難者等への情報提供体制を整備し、区民・事業者に周知 

○ 帰宅支援対象道路の沿道において帰宅支援を行う体制を整備 

災対保健福祉

部 

○ 帰宅困難児童等の保護・対応 

災対教育部 ○ 帰宅困難児童等の保護・対応 

災対統括部 ○ 帰宅困難者等への情報提供を区民・事業者に周知 

事業者 ○ 災害時帰宅支援ステーションの意義について普及啓発 

○ 協定等を締結し、災害時帰宅支援施設を運営できる体制を整備 

○ 帰宅ルールを策定 

通信事業者 ○ 事業者及び帰宅困難者が情報提供を受けられる体制の整備 

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等の災害用安否

確認サービスの普及啓発、防災訓練等における利用体験の実施 

都総務局 ○ 帰宅困難者等への情報提供体制を整備し、都民・事業者に周知 

○ 災害時帰宅支援ステーションの拡充を図り、都民・事業者に周知 

○ 全都立学校（島しょを除く）を、災害時帰宅支援ステーションとして指定し、指

定された施設への連絡手段を確保 

○ 災害時帰宅支援ステーションの運営に関する事業者用ハンドブックを配布 

○ 沿道の民間施設等について、新たな災害時帰宅支援ステーションとして位置付け

ることを検討 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 災害時帰宅支援ステーションによる支援 

【実施主体】都、事業者、都立高校 

事業者、都立高校は、都が実施する次の取組みに協力、連携する。 

○ 都は、全都立学校（島しょを除く）を災害時帰宅支援ステーションに指定し、指定さ

れた都立学校への連絡手段を確保する。 

○ また、沿道の民間施設等と協定を締結して災害時帰宅支援ステーションの拡大を図

る。 

○ 都は、災害時帰宅支援ステーションにおける帰宅支援が円滑に行われるよう、運営

に関するハンドブックを事業者に配布する。 

 

【実施主体】事業者 

○ 事業者は、災害時帰宅支援ステーションの意義について普及啓発するとともに、自

治体と協定等を締結し、災害時帰宅支援ステーションを運営する。 
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② 徒歩帰宅訓練の実施 

【実施主体】行政機関（都、区等）、通信事業者、交通事業者、事業者、学校等 

○ 行政機関、通信・交通事業者、事業者、学校等は、連携して徒歩帰宅訓練等（引き

取り訓練を含む）を実施し、帰宅困難者支援施設や企業等の帰宅ルール並びに備蓄等

の検証など、徒歩帰宅支援の充実を図る。 

 

③ 帰宅支援対象道路 

【実施主体】都 

○ 都は、帰宅支援対象道路として指定した 16路線について都民へ周知を図る。 

  



第８章 帰宅困難者対策 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

 349 

第
８
章 帰

宅
困
難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

【世田谷区内の帰宅支援対象道路（５路線）】 

世田谷区内では、「玉川通り」、「甲州街道」、「井の頭通り」、「環状７号線」、「環状８号

線」の５路線が帰宅支援対象道路に指定されている。 

区分 路線 

①放射状路線 

１ 第一京浜 （日本橋～六郷橋） 

２ 第二京浜 （日本橋元標～多摩川大橋） 

３ 中原街道 （中原口～丸子橋） 

４ 玉川通り （三宅坂～二子橋） 

５ 甲州街道 （桜田門～八王子） 

６ 青梅街道・新青梅街道 （新宿大ガード西～箱根ヶ崎） 

７ 川越街道 （本郷３～東玉橋） 

８ 中山道 （宝町３～戸田橋） 

９ 北本通り （王子駅～新荒川大橋） 

10 日光街道 （日本橋元標～水神橋） 

11 水戸街道 （本町３～新葛飾橋・金町～葛飾橋） 

12 蔵前橋通り （湯島１～市川橋） 

13 井の頭通り （大原２～関前） 

14 五日市街道 （関前～福生） 

②環状路線 
１ 環状７号線 

２ 環状８号線 

 

 

（都帰宅困難者対策実施計画より） 

 

埼 玉 県

神 奈 川 県

千 葉 県

⑭五日市街道
⑬井の頭通り

⑥青梅・新青梅街道

⑮環状 ７ 号 ⑦川越街道

⑧中山道

⑨北本通り
⑩日光街道

⑪水戸街道

⑫蔵前橋通り

①第一京浜

②第二京浜

③中原街道

④玉川通り

⑯環状８号線

⑤甲州街道

多摩川

江戸川
荒川

帰宅支援対象道路

その他の道路等

凡 例



第８章 帰宅困難者対策 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

350 

第
８
章 帰

宅
困
難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第２ 応急対策 

１ 駅等の混乱防止策 ２ 事業所等における帰宅困難者対策 

 

１ 駅等の混乱防止策 

震災時には、列車の運転を見合わせることなどから、駅を含めた駅周辺等においては、帰宅

しようとする乗客などが殺到し、混乱が生じる可能性があるが、行政の「公助」に限界がある

ため、駅周辺の関係者が行政と連携し、混乱防止を図る。 

 

１－１ 駅周辺の混乱防止 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対地域本

部 

○ 駅周辺の滞留者の誘導先を確保 

○ 滞留者に対する情報提供、帰宅困難者等の誘導 

警視庁・警察署 ○ 所轄の警察署は、区等に対して、駅周辺の混乱防止対策に係る支援を

実施 

東京消防庁・消防署 ○ 所轄の消防署は、区等に対して、災害情報の提供等、駅周辺の二次災

害発生防止に係る支援を実施 

事業者等 ○ 施設内に待機している利用者を保護し、情報を提供 

○ 関係機関と連携し、一時滞在施設への誘導を実施 

商店街 ○ 炊き出し等の実施 

通信事業者 ○ 事業者及び帰宅困難者に対し、情報を提供 

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等の利用を周知 

都総務局 ○ 都本部内に、帰宅困難者対策部門を設置 

○ 帰宅困難者に対し、区市町村や報道機関等と連携して、一時滞在施設の開設状況

等について情報を提供 

報道機関 ○ 行政機関や交通機関等からの情報について、都民・事業者に提供 

 

１－２ 集客施設及び駅等における利用者保護 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本

部 

○ 事業者及び一時滞在施設が必要な情報を得られる体制を構築 

○ 集客施設及び駅等において、利用者を一時滞在施設等へ誘導 

災対財政・広報

部 

○ 報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業者及び一時滞在施設が

必要な情報を得られる体制を構築 

集客施設及び駅等の

事業者 

○ 集客施設及び駅等において、利用者を保護 

○ 駅前滞留者を一時滞在施設等へ安全に案内又は誘導 

鉄道事業者 ○ 駅利用者に必要な情報を提供 
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機関名 対策内容 

国 

都総務局 

○ 報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業者及び一時滞在施設が必要な情報

を得られる仕組みを構築 

○ 集客施設及び駅等において、利用者を保護 

○ 駅前を滞留者一時滞在施設等へ安全に案内又は誘導 
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（２）業務手順
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】集客施設及び駅等の事業者 

○ 施設の安全性の確認 

•  施設の安全の確認 

事業者は、利用者及び自らが管理する施設の安全を確認する。 

•  施設の周囲の安全の確認 

国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ等を受け、行政機関や関係機関から提供される災

害関連情報等により、火災の状況等、周辺の安全を確認する。 

•  利用者の保護 

安全を確認できた場合、利用者を施設内の安全な場所で保護する。なお、各施設管

理者による自発的な対応を妨げるものではない。 

○ 一時滞在施設への誘導等 

•  事業者等による案内又は誘導 

保護した利用者については、区市町村や関係機関との連携の下、事業者や駅前対策

協議会等が一時滞在施設へ案内又は誘導することを原則とする。 

•  一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合 

災害発生時、一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合においては、各事業者は、

区市町村や関係機関と連携し、施設の特性や状況に応じ可能な限り待機中の施設又は

隣接施設の協力を得て、当該施設が、帰宅が可能になるまでの間、一時的に受入れる

一時滞在施設となることも想定する。 

さらに、利用者を保護した施設が、一時滞在施設となる場合は、施設の安全性や確

保可能なスペース等を勘案し、外部の帰宅困難者等の受入れについても検討する。 

○ 建物や周辺が安全でないために、施設内保護ができない場合の対応 

建物や周辺が安全でないために、施設内で利用者を保護できない場合は、区や関係機

関との連携の下、事業者が一時滞在施設等へ利用者を案内又は誘導することを原則とす

る。 

○ 要配慮者への対応 

利用者保護に当たって、事業者は、区や関係機関とも連携し、あらかじめ定めた手順

等に基づき、要配慮者のニーズに対応する。 

○ 利用者に対する情報提供 

事業者は、災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を行政機関や関係機関から入手

し、施設内で待機している利用者に情報提供する。 

例えば、施設に備わる電子掲示板や放送設備を活用するなど、施設の特性や状況に応

じて多様な手段を用いることにより情報提供を行う。 

 

【実施主体】鉄道事業者 

○ 駅利用者に対し、構内放送や駅周辺の地図を配布するなど、駅から誘導場所までの情

報を提供する。 

○ 駅利用者に対し、列車や代替輸送などの運行情報を提供する。  
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１－３ 一時滞在施設の開設・帰宅困難者の受入れ 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

一時滞在施設となる

施設 

○ 施設管理者が一時滞在施設を開設し、帰宅困難者を受入れ 

 

（２）業務手順 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】施設管理者 

ア 一時滞在施設の開設 

施設管理者は、発災時の国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ、区からの要請等により、

当該施設の待機場所や施設入口などの安全確認及び行政機関や関係機関から提供される

施設管理者があらかじめ運営計画等を策定

発 災

施設管理者が施設の安全確認

施設管理者が施設が安全
と判断

施設管理者が施設が安全
でないと判断

一時滞在施設を開放
帰宅困難者の受入れ開始

一時滞在施設の開放
を断念

帰宅困難者も含めた施設の運営（共助）

帰宅開始に係る参考情報の収集、情報提供

施設管理者は、受入れた帰宅困難者の帰宅を開始させる

帰 宅

一時滞在施設 都県、国、等

国 関係機関

都県、市区町村
災害対策本部

連携

地元市区町村へ、一時滞
在施設の開設状況を報告

地元市区町村
災害対策本部

市区町村から一時滞在施
設の開設状況を提供

帰宅困難者

移動

国 関係機関

都県災害対策本部

連携

災害関連情報及び徒歩帰宅支
援等に関する情報等を提供

平常時

概
ね
６
時
間

概
ね
12
時
間

概ね１日

３日後

混乱収
拾以降

※時間の経過はあくまでも目安である

災害関連情報については、都県、国、市区町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。

都県や国の対策等の情報の流れ

一時滞在施設開設等の情報の流れ

都県のＨＰでも提供

一時滞在施設運営のフロー（例）

都県、市区町村による開設の要請

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し、管理者が判断

○受入人数・日数の決定
○施設への誘導
○待機場所の指定
○備蓄品の配布
○災害関連情報の提供
○要配慮者への対応 等
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災害関連情報等による周辺状況を確認の上、一時滞在施設を開設する。 

なお、施設管理者による自主的な判断による開設も妨げるものではない。 

また、施設管理者は、当該施設が一時滞在施設としてあらかじめ公表されている場合

においては、帰宅困難者等による混乱を回避するためにも、施設の入口やその他の目に

触れやすい場所に、一時滞在施設として開設できない旨の掲示を行う。 

 

イ 一時滞在施設の運営の流れ 

災害発生からの経過時間に応じて、目標となる一時滞在施設の運営の流れは、おおむ

ね以下のとおりとなる。 

○ 発災直後から一時滞在施設開設まで（発災直後からおおむね６時間後まで） 

•  建物内の被害状況の把握や施設の安全性の確認 

•  施設内の受入スペースや女性優先スペース、立入禁止区域の設定 

•  従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認などの運営準備 

•  施設利用案内の掲示等 

施設の入口や施設内の目に触れる所に下記の趣旨の文章を掲示する。 

「共助の観点から管理者が自主的に施設を開放していること。」 

「一時滞在施設は、災害時という特殊な状況下で開設されるため、施設管理者の

指示に従うとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあることを理解した

上で、施設内において行動すること。」 

「余震等の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判

断により、急きょ閉鎖する可能性があること」 

「負傷者の治療等、施設において対応できない事項」等 

•  電話、災害時用公衆電話（特設公衆電話）、FAX、Wi-Fi等の通信手段の確保 

•  区市町村等への一時滞在施設の開設報告 

○ 帰宅困難者の受入等（おおむね 12時間後まで） 

•  帰宅困難者の受入開始 

•  簡易トイレ使用区域の設定、医療救護所の設置などの保健衛生活動 

•  計画的な備蓄の配布など、水、食料等の供給 

•  し尿処理・ごみ処理のルールの確立 

•  テレビ、ラジオ、インターネット等での情報の収集及び受入者へ伝達 

•  受入可能人数を超過した場合の区市町村等への報告 

○ 運営体制の強化等（おおむね１日後から３日後まで） 

•  受入者も含めた施設の運営 

•  公共交通機関の運行再開、搬送手段に関する情報等、帰宅支援情報の提供 

○ 一時滞在施設の閉設（おおむね４日後以降） 

•  一時滞在施設閉設の判断 

•  帰宅支援情報の提供による受入者の帰宅誘導 
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２ 事業所等における帰宅困難者対策 

発災時には、帰宅困難者の発生を抑制するため、企業等における従業員の施設内待機や学校

等における児童・生徒等の保護を図ることが必要であり、その対応について定める。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業所が必要な情報を得ら

れるよう支援 

災対財政・広報

部 

○ 報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業所が必要な情報を周知 

事業者 ○ 従業員等を施設内に一定期間待機 

学校等 ○ 児童・生徒等を保護し、保護者へ連絡 

国 

都総務局 

○ 報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業所が必要な情報を得られる仕組み

を構築 

都総務局 ○ 事業者に対し、従業員、顧客に対する安全確保に努めるよう要請 

○ 事業者団体を通じて、事業者へ基本原則の周知徹底 

東京商工会議所 

東京経営者協会 

東京青年会議所 

○ 加盟事業者に対して、基本原則の周知徹底を要請 
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（２）業務手順 

 

  

地元区市町村
災害対策本部

一斉帰宅抑制のフロー図

３
時
間
後
ま
で

混乱収拾
時以降
(ex.発災
４日目
以降）

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し、
企業が判断

企業等 都県、国等

企業等が施設に留ま
れると判断

企業等が施設に留まれ
ないと判断

企業等の帰宅ルールの
下、企業等又は従業員
等において判断し、帰
宅を開始する。

企業等が施設の安全確認、従業員等の安否確認

国や都による一斉帰宅抑制対策の開始
（呼びかけ等）

企業等が従業員等を
社内で待機

○待機場所の指定
○社員へ家族との
安否確認を促す

○備蓄品の配布 等

帰宅

発災

企業等が従業員等を一
時滞在施設等へ誘導

企業等が帰宅開始に係る参考情報の収集、従業
員等へ提供

区市町村は、一時滞在
施設開設状況を集約し、
情報提供

国 関係機関

連携

都災害対策本部

国 関係機関

連携都災害対策本部

施設内待機のための計画をあらかじめ企業等が策定平常時

国の一時滞在施設
都
の
Ｈ
Ｐ
等
で
も
情
報
提
供

都や国の対策等の情報の流れ

一時滞在施設開設等の情報の流れ

都の一時滞在施設

民間の一時滞在施設

災害関連情報については、都、国、区市町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。

開設状況
の提供

区市町村の一時滞在施設

災害関連情報及び徒歩
帰宅支援等に関する情
報等を提供

開設状況の提供

６
時
間
後
ま
で

１日後

３日後
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（３）詳細な取組み内容 

① 事業所による従業員等の施設内待機 

【実施主体】事業者 

○ 従業員等がチェックリストにより施設の安全を確認する。 

○ 国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ等を受けた後は、災害関連情報等を入手し、周辺

の火災状況等を確認し、従業員等を施設内又は他の安全な場所に待機させる。なお、

各事業所の自主的な判断による待機等の行動も妨げない。 

来所者についても、従業員等に準じて、施設内又は他の安全な場所で待機させるよ

うにする。 

 

② 施設内に待機できない場合の対応 

【実施主体】事業者 

○ 建物や周辺が安全でない場合は、事業所は、行政機関からの一時滞在施設、避難場

所等の開設情報等を基に、一時滞在施設等へ従業員等を誘導する。なお、誘導先は地

域の事情によるものとする。 

また、テナントビルの場合は、施設管理者の指示に従うものとする。 

 

③ 防災活動への参加 

【実施主体】事業者 

○ 事業所は、事業継続のための要員を除き、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動（特

に要配慮者の保護等）に努める。 

 

④ 情報提供体制の確保 

【実施主体】国、都、区、事業者 

○ 事業所は、災害発生時に施設内待機の判断を行うとともに、待機させる従業員等に

対して災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を提供する必要がある。 

○ そのため、国、都、区は、あらかじめ報道機関や通信事業者、公共交通機関等と連

携協力して、事業所が必要な情報を得られる仕組みを構築しておく。 

 

⑤ 学校等の対応 

【実施主体】学校等 

○ 学校等は、児童・生徒等を保護し、必要に応じて備蓄物資等を提供する。また、児

童・生徒等の安否等について、事前に定める手段により、保護者へ連絡する。 
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第３ 復旧対策 

１ 徒歩帰宅者の代替輸送 ２ 徒歩帰宅者の支援 

 

１ 徒歩帰宅者の代替輸送 

（１）対策内容と役割分担 

職場や一時滞在施設等に留まった帰宅困難者は、地震発生以降の混乱が落ち着いた後、特

に、救出・救助活動が落ち着くと考えられる発災後おおむね４日目以降、順次帰宅すること

を想定している。しかし、首都直下地震等が発生した場合には、鉄道などの公共交通機関の

多くが長期間にわたり、運行を停止することが想定される。 

ここでは、帰宅困難者が帰宅するに当たり必要な情報提供などについて定める。 

 

① 鉄道運行情報等の提供 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者の誘導などを支援 

災対土木部 ○ 都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者の誘導などを支援 

災対財政・広報部 ○ 都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者の誘導などの情報

を周知 

鉄道事業者 ○ 折り返し運転の実施状況、乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や

報道機関に提供 

○ 発災後、早期に運転を再開 

都総務局 ○ 都内の交通事業者からの情報を集約し、都のホームページにおける帰宅困難者対

策ポータルサイト等を活用して、区市町村、都民等に提供 

関東運輸局 ○ 所管区域の総合的な交通情報の集約・提供 

バス事業者 ○ 運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報道機関に提供 

報道機関 ○ 行政機関や交通機関等からの情報について、都民・事業者に提供 

 

② 代替輸送手段の確保 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 徒歩帰宅者を利用可能な交通機関などに誘導 

災対土木部 ○ 徒歩帰宅者を利用可能な交通機関などに誘導 

災対財政・広報部 ○ 徒歩帰宅者を利用可能な交通機関などの情報を周知 

国 

都総務局 

都建設局 

都交通局 

等 

○ 国の緊急災害対策本部（緊急災害現地対策本部）で、内閣府作成の「帰宅困難者

等搬送マニュアル（仮称）」に基づき、搬送オペレーションに係る総合調整を実施 

○ バスによる代替輸送手段を確保 

関東運輸局 ○ 代替交通の許可等を速やかに実施 

バス事業者 ○ バス等による代替輸送手段を確保 
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（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 鉄道運行情報等の提供 

【実施主体】区災対地域本部、区災対土木部、区災対財政・広報部 

○ 区は、都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な交通機関な

どに誘導して、帰宅を支援する。 

 

【実施主体】鉄道事業者 

○ 鉄道事業者は、折り返し運転の実施状況、乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都

や報道機関に提供する。 

 

【実施主体】バス事業者 

○ バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報道機

関に提供する。 

○ バスの運行に当たっては、鉄道折り返し駅までの短距離区間のピストン輸送など、

効率的な形態により実施する。 

○ 調達できるバスには限りがあるため、代替輸送の利用者については、原則、要配慮

者を優先する。 

○ バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報道機

関に提供するとともに、行政機関と連携して、バス等による代替輸送手段を確保する。 

 

【実施主体】報道機関 

○ 報道機関は、行政機関や交通機関等からの情報について、区民・事業者に提供する。 

 

  

代替輸送手段

の提供 

行政機関 
東京都 

他の県市 

関東運輸局 

交通事業者 

地元自治体 

帰宅困難者 

↓ 

代替交通確保 

震災の発生 

交通情報の提供 

代替輸送手段調整 

 

誘導情報提供 

 

帰宅困難者の搬送 

（さいがい 

交通事業者 

報道機関 
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２ 徒歩帰宅者の支援 

（１）対策内容と役割分担 

帰宅困難者が帰宅するに当たっては、交通機関の輸送力については限りがあることから、

自宅まで帰宅可能な距離にある帰宅困難者は、原則として徒歩で帰宅するよう促さなければ

ならない。このため、帰宅困難者等の秩序立った徒歩帰宅を促すため、徒歩帰宅支援を充実

させる。 

機関名 対策内容 

区 ◎災対地域本部 ○ 事業者と連携し、帰宅困難者の円滑な徒歩帰宅を支援 

警視庁・警察署 

 

○ 交通規制資器材を活用した誘導経路の確保等を実施 

○ 避難誘導を行う警察官は、被害状況等徒歩帰宅に必要と認める情報を

提供 

事業者 

学校 

○ 帰宅経路沿いの被害状況などの情報や、行政及び関係機関から提供さ

れる情報等により、従業員等が安全に帰宅できることを確認し、従業員

や児童・生徒等の帰宅・引き取りを開始 

○ 災害時帰宅支援ステーションに指定されている施設は、徒歩帰宅者を

支援 

都総務局 ○ 交通情報や災害時帰宅支援ステーションなどの情報を提供 

○ 災害時帰宅支援ステーションに指定された都有施設において支援を実施 

日赤東京都支部 ○ 帰宅困難者支援所を設置し、炊出食、飲料水の配布、応急手当、交通情報、地理情

報、徒歩帰宅者情報等を提供 

 

（２）業務手順 

 

 

施設内待機者 

災害時帰宅支援 

ステーション 
区市町村 

警視庁・警察署 

事業者・学校 
交通機関 

都 
順次帰宅・引き取り 

情報 

提供 情報提供 
帰宅指示 

支援・誘導 

地域での支援 
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第９章 

避難者対策 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 避難者対策の重要性と対策内容の基本的考え方 

区民の避難に備え、災害対策基本法に基づき、区長が事前に避難場所や避難所を指定し、

発災時の避難体制を整備しておくことが必要である。 

また、首都直下地震等の大規模災害に備え、自治体の枠を越える避難先の確保や広域避

難も含めた的確な避難誘導の在り方についての検討が必要である。 

本章では、避難者対策として、避難所・避難場所等の指定・安全化をはじめとする避難

体制の整備に係る取組みを定めている。 
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第９章 避難者対策

○ 自治体の枠を越える大規模災害時における、避難先
の確保や広域避難も含めた的確な避難誘導の在り方
について検討が必要

○ 新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難者が
安全に避難できる体制の検討が必要

○ 管理運営の担い手不足、避難所運営訓練の充実、福祉避難所
（高齢者）（障害者）の協定施設数の更なる拡充

○ 避難所外との物資輸送や情報伝達、地域住民等が給
水活動を行える体制づくり

○ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

○ 避難行動要支援者の支援体制の強化

○ 的確な避難勧告・指示（緊急）、避難誘導、衛生管
理の徹底等による避難所生活の安全・安心の確保等、
区民の避難全般にわたる対策の推進

○ 避難有効面積や避難距離等を踏まえた、避難場所・
避難道路の指定及び安全化

○ 避難所運営要員の確保、避難所運営訓練、福祉避難
所の開設・運営への支援、応急給水訓練等の実施、
新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難所運
営の留意事項等の検討

○ 避難所管理運営マニュアル等における女性のニーズに応じた対策

○ 避難行動要支援者対策の強化（安否確認・避難支援、
避難生活の支援等の取組みを推進）

○関係団体等と連携し、避難先の確保や避難誘導の仕組みを構築 ○区有施設の有効活用や民間施設との協定締結による避難所確保、避難所等の円滑な開設・運営の体制構築

○安全性を考慮した避難所の確保及び多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

○自助・共助の取組みを基本とした避難行動要支援者の安否確認体制の強化

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

地域における要配慮者の安全対策

災害時の助けあいネットワークの整備

指定避難所・予備避難所・福祉避難所・避難場
所・避難道路の指定・確保

避難所・避難場所・避難道路の安全化

避難所運営マニュアルの作成

避難勧告・指示（緊急）から避難誘導までの流れ

避難誘導時の避難行動要支援者対策

避難所の開設、管理運営、開設報告（指定避難所、予備避難所、福祉避難所）

食料・生活必需品等の供給・貸与

○ 避難態勢体制の整備

○ 避難場所・避難所等の指定・安全化

○ 避難所等の管理運営体制の整備等

○ 避難誘導

多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制

多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

動物救護、避難所における飼育

○ 避難体制の整備（避難勧告等の実施、関係機関との
連携についての検討）

○ 「避難所運営マニュアル」を指定避難所となる各学
校ごとに避難所運営組織が作成

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）指定施設、96施設
と協定締結

○ 福祉避難所（母子）協定施設、9施設と協定締結

○ 平常時から多様性に配慮した女性の視点をもった地
域社会の構築に向けた検討

○ 避難行動要支援者支援事業について100町会・自治会
と協定締結、避難行動要支援者同意者名簿の登載者
は2,404人

第１節 現在の到達状況

避難所の運営におけるボランティアとの連携

被災者の移送先の決定

人員・救急物資等の輸送

○ 被災者の他地区への移送

災害時における要配慮者対策

避難の実施に必要な施設・設備の整備

飲料水・食品の安全確保

トイレ・公衆浴場等の確保、衛生管理、健康相談等

車中泊者発生抑制に向けた取組

○ 車中泊

災害時における車中泊への対策

感染症防止対策を踏まえた避難所運営体制の確立

○ 避難所の開設、管理運営
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第９章 避難者対策

○ 自治体の枠を越える大規模災害時における、避難先
の確保や広域避難も含めた的確な避難誘導の在り方
について検討が必要

○ 新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難者が
安全に避難できる体制の検討が必要

○ 管理運営の担い手不足、避難所運営訓練の充実、福祉避難所
（高齢者）（障害者）の協定施設数の更なる拡充

○ 避難所外との物資輸送や情報伝達、地域住民等が給
水活動を行える体制づくり

○ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

○ 避難行動要支援者の支援体制の強化

○ 的確な避難勧告・指示（緊急）、避難誘導、衛生管
理の徹底等による避難所生活の安全・安心の確保等、
区民の避難全般にわたる対策の推進

○ 避難有効面積や避難距離等を踏まえた、避難場所・
避難道路の指定及び安全化

○ 避難所運営要員の確保、避難所運営訓練、福祉避難
所の開設・運営への支援、応急給水訓練等の実施、
新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難所運
営の留意事項等の検討

○ 避難所管理運営マニュアル等における女性のニーズに応じた対策

○ 避難行動要支援者対策の強化（安否確認・避難支援、
避難生活の支援等の取組みを推進）

○関係団体等と連携し、避難先の確保や避難誘導の仕組みを構築 ○区有施設の有効活用や民間施設との協定締結による避難所確保、避難所等の円滑な開設・運営の体制構築

○安全性を考慮した避難所の確保及び多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

○自助・共助の取組みを基本とした避難行動要支援者の安否確認体制の強化

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

地域における要配慮者の安全対策

災害時の助けあいネットワークの整備

指定避難所・予備避難所・福祉避難所・避難場
所・避難道路の指定・確保

避難所・避難場所・避難道路の安全化

避難所運営マニュアルの作成

避難勧告・指示（緊急）から避難誘導までの流れ

避難誘導時の避難行動要支援者対策

避難所の開設、管理運営、開設報告（指定避難所、予備避難所、福祉避難所）

食料・生活必需品等の供給・貸与

○ 避難態勢体制の整備

○ 避難場所・避難所等の指定・安全化

○ 避難所等の管理運営体制の整備等

○ 避難誘導

多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制

多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立

動物救護、避難所における飼育

○ 避難体制の整備（避難勧告等の実施、関係機関との
連携についての検討）

○ 「避難所運営マニュアル」を指定避難所となる各学
校ごとに避難所運営組織が作成

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）指定施設、96施設
と協定締結

○ 福祉避難所（母子）協定施設、9施設と協定締結

○ 平常時から多様性に配慮した女性の視点をもった地
域社会の構築に向けた検討

○ 避難行動要支援者支援事業について100町会・自治会
と協定締結、避難行動要支援者同意者名簿の登載者
は2,404人

第１節 現在の到達状況

避難所の運営におけるボランティアとの連携

被災者の移送先の決定

人員・救急物資等の輸送

○ 被災者の他地区への移送

災害時における要配慮者対策

避難の実施に必要な施設・設備の整備

飲料水・食品の安全確保

トイレ・公衆浴場等の確保、衛生管理、健康相談等

車中泊者発生抑制に向けた取組

○ 車中泊

災害時における車中泊への対策

感染症防止対策を踏まえた避難所運営体制の確立

○ 避難所の開設、管理運営
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第９章 避難者対策 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 避難体制の整備 

区は、危険が切迫した場合に、区民等を守るため、避難準備・高齢者等避難開始の発令及び

避難勧告又は避難指示（緊急）の発令を行う。この際に、迅速かつ適切に対応できるよう関係

機関との連携体制、避難に関する手順について検討を進めている。 

 

２ 避難所・避難場所の指定及び管理運営の整備 

区では、町会・自治会等が選定する「一時（いっとき）集合所」、区が指定する「指定避難所

（及び予備避難所）」「福祉避難所（高齢者）（障害者）（母子）」、都が指定する「広域避難場所」

の大きく分けて４種類の避難先がある。避難所が不足している状況から、関係団体との連携を

図り、避難所の確保を推進し、各避難所又は避難場所等の役割について、区民に周知している。 

また、指定避難所となる区立小中学校の耐震化は令和 2年度時点で 71.1％となっており、「避

難所運営マニュアル」を、指定避難所となる学校ごとに避難所運営組織がそれぞれ作成・更新

している。区内で震度５弱以上の地震が発生した場合、避難所運営委員は自宅等の安全確認後

に自動参集することを「避難所運営マニュアル」に記載し、そのマニュアルに基づいて開設、

運営の訓練を行っている。 

【避難所運営要員の確保】 

○ 避難所運営組織の中核をなす町会・自治会への加入率低下・高齢化の進行により、実働

人員の確保が困難である。 

【避難所における運営訓練】 

○ 指定避難所（区立小中学校等）において、避難所運営訓練を実施している。 

【避難所への飲料水の搬送】 

○ 地域住民等でも容易に給水活動に使用できるよう、都水道局が施設整備を順次行ってお

り、施設の使用について区と都で覚書を締結した。 

○ 都水道局から、消火栓を活用して応急給水を行うことのできるスタンドパイプ等の資器

材の提供を受けており、平成 26年度までに区内の全ての指定避難所に配備した。 

○ 避難所で飲み水を確保できるよう都水道局による応急給水栓の設置工事を行っており、

現在７５箇所に設置している。（令和２年３月） 

【避難所におけるペット・補助犬対応】 

○ 避難所運営マニュアルで標準的なルールを定め、パンフレット「災害時にペットを守る

ために」で周知している。 

○ 補助犬の対応を避難所運営マニュアル（標準版）に記載した。 

【福祉避難所（高齢者）（障害者）の指定】 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）指定施設については、96施設（高齢者施設 55施設、障

害者施設 41施設）と協定を締結している。 

【福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設・運営支援】 
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○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の円滑な開設・運営を支援するため、協定施設との連絡

会や訓練を実施するなど、実効性の高いマニュアル整備に取り組んでいる。 

【福祉避難所（母子）の指定】 

○ 福祉避難所（母子）の指定施設については、令和２年３月時点で９施設と協定を締結し

ている。 

【福祉避難所（母子）の開設・運営支援】 

○ 福祉避難所（母子）の円滑な開設・運営に向け、平成 30年度には、災対各部の役割分担

や実施体制、設営・運営・閉鎖の標準的な手順等を示す「福祉避難所（母子）運営マニュ

アル【全体版】」及び、各施設の特性を踏まえた開設準備や運営等の手順等を示す「福祉避

難所（母子）運営マニュアル【施設版】」を策定した。 

○ 指定施設 1箇所において、マニュアルの検証等を目的として訓練を実施した。 

 

３ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立 

 区では、平成 30年 3月に「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する

条例」を制定し、全ての人が多様性を認め合い、人権が尊重される社会の実現に向け、様々な

分野において取組みを推進している。 

 また、区では、「世田谷区第二次男女共同参画プラン（平成 29 年度～平成 38 年度）」におい

て、世田谷区防災会議女性の視点部会における検討を踏まえ、地域の防災力向上を図るために、

政策・方針決定過程から女性の参画を進めている。 

さらに、多様性に配慮した女性の視点からの避難所運営体制の確立に向け、地域の避難所運

営組織への啓発活動や、「避難所運営マニュアル（標準版）」に多様性に配慮した女性の視点を

反映するなどの取組みを実施している。 

 

４ 避難行動要支援者の支援体制 

区では、世田谷区避難行動要支援者避難支援プランを作成し、地域住民相互の助け合い活動

が円滑に行えるよう、地域の助けあい活動のための仕組みづくりを行っている。 

○ 令和元年 11月現在、避難行動要支援者支援事業については、100町会・自治会と協定を

締結している。 

○ 区内の避難行動要支援者の人数は、8,375人となっている。 

○ 避難行動要支援者支援事業の協定を締結した町会・自治会においては、避難行動要支援

者のうち、本人が事前に町会・自治会に提供する名簿への登載に同意した者は 4,030 人中

2,404人となっており、同意率は約６割となっている。 

○ 重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との連携強化に向けた検討会や図

上演習等を実施している。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

避難者数 最大 242,390人 

 
避難所へ避難する人 最大 157,553人 

避難所以外のところへ避難する人 最大 84,837人 

停電率 最大 19.4％ 

固定電話不通率 最大 12.7％ 

低圧ガス供給支障率 最大  1.2％ 

上水道断水率 最大 30.8％ 

下水道管きょ被害率 最大 24.7％ 

 

１ 避難体制の整備 

自治体の枠を越えた大規模災害時における、避難先の確保や広域避難も含めた的確な避難誘

導の在り方について検討が必要である。 

 

２ 避難所・避難場所の指定及び管理運営の整備 

避難所によっては、管理運営の担い手が不足している場合がある。 

避難所における安全・安心の確保のため、マニュアル等に反映したり、避難所管理運営の推

進を図る必要がある。 

【避難所運営要員の確保】 

○ 町会・自治会とともに避難所運営を支える新たな担い手の加入も視野に入れながら避難

所運営組織を充実していくことが必要である。 

○ 避難所運営要員がほとんど参集できない場合や学校に関係者がいない場合等で、避難所

の対応方法や役割分担について整理していく必要がある。 

【避難所における運営訓練】 

○ 訓練の円滑な進行が求められるため、避難所本来の運営体制強化やレベルアップが疎か

になる傾向がある。 

○ 避難所を運営委員のみで運営していくことは困難であるため、避難者等を含めた区民が

運営委員と協力し、一体となって避難所を開設・運営していかなければならないことにつ

いて、区民への一層の周知が必要である。 

○ 避難所外との物資輸送や情報伝達、予備避難所の開設・運営について、検討を進める必

要がある。 

【避難所における飲料水等の確保】 

○ 地域住民等が給水活動を行える体制づくりについて、検討する必要がある。 

【避難所におけるペット対応】 

○  東京都の方針を受けて、原則犬・猫等の小動物（避難者に危険を及ぼさない動物等）の同行避難を行う。 

○ ペット同行避難の標準的なルールを、個々の避難所の実情に合わせてどのように適用し

ていくのか検討するとともに、避難所運営組織及び飼い主への周知が必要である。 
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【福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設・運営の支援】 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の協定施設数の更なる拡充が必要であるとともに、福祉

避難所（高齢者）（障害者）の開設に向けた災対マニュアル及び協定施設向けの運営マニュ

アルについて、受入れの優先判断や移送方法、施設との情報伝達、必要物資の搬送方法等

の検討を行う必要がある。 

【福祉避難所（母子）の開設・運営等】 

○ 福祉避難所（母子）の円滑な開設・運営に向け、マニュアル未整備の指定施設の解消、

備蓄の拡充と保管場所の確保、継続的な運営訓練の実施、医療体制との連携の検討等に取

り組んでいく必要がある。 

【避難所や車中泊等の避難者の保健衛生対策】 

○ 過去の大規模災害を踏まえ、避難所や車中泊等の避難者の健康管理や感染症予防につい

て検討を行う必要がある。 

○ 避難所の開設・運営において、新型コロナウイルス等感染症の感染拡大防止を図るため

の対策について検討する必要がある。 

【避難所の停電対策】 

○ 令和元年房総半島台風（台風第 15号）、令和元年東日本台風（台風第 19号）による大規

模停電が発生したことを踏まえ、特に多くの方が避難する避難所の電源を確保する必要が

ある。 

 

３ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立 

避難所における安全・安心の確保や、女性や要配慮者のニーズに応えるため、マニュアル等

に反映したり、避難所管理運営の推進を図る必要がある。 

○  救援物資の配分や避難所生活の運営等において、男女共同参画や性的マイノリティへの配慮など、多様性に

配慮した女性の視点から十分に対応できるように、議論を行う必要がある。 

○ 多様性に配慮した女性の視点を取り入れた避難所運営体制の充実強化を図るためには、

避難所運営における女性の参画を推進する必要がある。 

○ 避難所運営で必要と考えるものや、避難所生活・応急仮設住宅生活における心身への影

響は、性別や心身の状況等で異なるため、平常時から災害時における多様性に配慮した女

性の視点について理解を促進する必要がある。  

 

４ 避難行動要支援者の支援体制 

新たな被害想定では、死者の中に避難行動要支援者が多くを占めているため、支援体制の一

層の強化が必要である。具体的には、以下の項目が挙げられる。 

○ 避難行動要支援者支援事業の協定締結数の不足及び協定を締結した町会・自治会におけ

る高齢化に伴う担い手不足について、対策を講じる必要がある。 

○ 重層的な安否確認体制の整備については、介護事業者等との連携強化に引き続き取り組

むとともに、今後は障害者関連の事業者とも連携を図る必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 避難体制の整備 

的確な避難勧告・避難指示（緊急）の発令、避難誘導や衛生管理の徹底等による避難所生活

の安全・安心の確保など、区民の避難全般にわたる対策を総合的に推進する。 

 

２ 避難所・避難場所の指定及び管理運営の整備 

避難有効面積や避難距離等を踏まえた、避難場所等の指定及び安全化を図る。 

また、災害関連死にも影響する、避難所等における良好な生活環境の確保に向けて、避難所

における安全性の確保や避難所管理運営マニュアル等における要配慮者のニーズに応じた対策、

車中泊など避難所に滞在することができないと判断した被災者への配慮について検討する。 

【避難所運営要員の確保】 

○ 避難所運営を支える人員を確保し、避難所運営組織の構成メンバーが交代した場合にも

活動を持続できるよう、継続的な確認、訓練を実施する。 

【避難所における運営訓練】 

○ 避難所運営委員会を中心に数多くの区民が参加し、自助・共助による避難所の開設・運

営ができるよう、訓練の実施や意識の啓発に努める。 

○ 訓練実施時は、目的を明確にするよう働きかけ、有効な知識・技能の習得を進める。 

○ 訓練参加者の固定化を避けるための有効な周知・啓発手段について、運営委員会等区民

と行政の協力で検討していく。 

○ 避難所外との物資輸送や情報伝達、予備避難所の開設・運営について、検討を進める。 

【避難所への飲料水の搬送】 

○ 地域住民等でも容易に給水活動が行えるよう、給水拠点での応急給水訓練を定期的に実

施する。 

【避難所におけるペット・補助犬対応】 

○ ペット同行避難を考慮し、ルールの周知を図っていくため、ペット同行避難訓練の実施

や同行避難時の注意点等の啓発に努める。 

○ 補助犬の対応を考慮した避難所運営訓練の実現に向けて検討を行う。 

【福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設・運営への支援】 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設・運営について、受入れの優先判断及び移送方法、

資器材や介護用品等の必要物資の確保及び搬送方法、施設との情報伝達方法等を検討する。 

【福祉避難所（母子）の開設・運営等】 

○ 協定締結団体（大学等）との連携を強化し、全指定施設への福祉避難所（母子）運営マ

ニュアル【施設版】整備の早期実現に取り組む。 

○ 実践的な運営訓練の継続的な実施に取り組む。 

○ 設営や開設直後の運営に必要な備蓄品を拡充し、広域防災倉庫等に福祉避難所（母子）

用スペースを設けるとともに、保管場所確保に取り組む。 

○ 福祉避難所（母子）の円滑な運営に向け、災害医療コーディネーターや区内の医療機関

等、発災からの時間経過も考慮しながら、医療体制との適切な連携のあり方を検討する。 
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【避難所や車中泊等の避難者の保健衛生対策】 

○ 過去の大規模災害を踏まえ、避難所や車中泊等の避難者の健康管理について検討する。 

○ 指定避難所以外の施設も活用し、避難所のスペースの確保に努める（震災時、水害時）。 

○ 新型コロナウイルス等感染症への対策を想定した避難所開設・運営における留意事項等

を作成する。 

○ 避難所への避難の際は新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)をインストールした

うえで避難頂くよう区民に周知する。 

【避難所の停電対策】 

○ 避難所に配備しているガソリン、ガスボンベ式発電機などの燃料が枯渇した場合を想定

し、電気自動車（庁有車）及び外部給電器を導入する。 

○ 避難が長期化した場合の携帯電話への充電手段を確保するため、避難所や帰宅困難者支

援施設に大容量ポータブル蓄電池を配備する。 

 

３ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立 

避難所運営マニュアル等における女性や要配慮者のニーズに応じた対策について定める。 

○ 世田谷区第二次男女共同参画プランに掲げた施策に沿った事業展開をすることで、災害

対策における男女共同参画の視点等に立った配慮を進めていく。 

○ 災害対策の検討過程における多様性に配慮した女性の視点は重要な観点であることから、

災害に関する方針等の検討過程への女性の参画の拡大を図っていく。 

○ 災害時における男女共同参画や性的マイノリティ、要配慮者等への配慮の必要性やその

対応等に対する理解を広めていく。  

 

４ 避難行動要支援者対策の強化 

「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」（平成 29 年３月改定）に基づき、避難行動要

支援者の安否確認・避難支援、避難生活の支援等の取組みを推進する。 

 

○ 避難行動要支援者の安否確認を迅速かつ円滑に行うため、他分野にわたる対策において

関係機関、関係各部とさらに検討を進め、支援体制の強化を図る。 

○ 引き続き町会・自治会との避難行動要支援者支援事業に取り組むとともに、新たな地域

の人材（担い手）が参加・協働できる仕組みづくりを検討する。 

○ 重層的な安否確認体制を整備するため、介護事業者等との取組みに加えて、障害者関連

の事業者とも連携を図る。 

○ 避難生活の支援において、在宅や避難所、福祉避難所で生活している要配慮者への福祉

サービスの再開・提供、健康状態の把握や見守り、物資の調達・供給体制等について検討

を行う。  
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第４節 到達目標 

１ 避難先の確保や避難誘導の仕組みの構築 

災害時に想定している避難者数は、区内の避難所の想定収容人数を大幅に超えている。その

ため、関係団体等と連携し、避難先の確保や避難誘導の仕組みを構築する。 

 

２ 避難所等の確保や安全性等の確保 

避難所が不足している状況にあることから、区有施設の更なる有効活用や、一定規模以上の

建物を有する民間施設との避難所提供に関する協定の締結を積極的に進めることにより、避難

所の拡充を図っていく。また、災害時に避難所等の円滑な開設・運営を行うことのできる体制

を構築する。 

 

３ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立 

安全性を考慮した避難所の確保を図るとともに、女性や要配慮者など多様性に配慮した女性

の視点も踏まえた避難所運営体制を確立する。被災女性等に対する相談窓口を設置するなど、

支援体制を推進する。 

 

４ 避難行動要支援者の安否確認体制の強化 

災害救助では、災害発生から 72 時間が経過すると生存率が急激に低下するといわれている。

中でも避難行動要支援者は自力での避難や救助を求めることが困難なため、本人・家族による

「自助」や地域住民による「共助」による取組みを基本として、発災直後から安否確認を開始

し、発災後 48時間程度までに安否確認情報を集約することを目標に体制づくりを進める。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 避難体制の整備（避難行動要支援者対策を含む） ３ 避難所の管理運営体制の整備等 

２ 避難所・避難場所等の指定・安全化  

 

１ 避難体制の整備 

ここでは、震災時における避難体制の整備について記載する。洪水時の避難体制については、

風水害編「第６章 避難者対策」に記載する。 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域

本部 

○ 発災時に備えた地域の実情の把握 

○ 避難勧告等を行う場合の対応を検討 

○ 防災訓練等の実施 

○ 避難場所、避難所等の周知 

災対保健福

祉部 

○ 避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者名簿の作成 

○ 「世田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」の策定 

○ 避難行動要支援者の特性に応じた避難支援体制の整備 

災対統括部 ○ 避難場所使用に関する他の区との調整 

○ 運用要領の策定 

○ 避難場所、避難所等の周知 

○ 避難勧告等発令基準の整備 

町会・自治会 ○ 地域の助けあい活動の実施 

○ 防災訓練等の実施 

○ 一時集合所の選定 

東京消防庁・消防署 ○ 区等と連携した要配慮者に対する防災訓練の実施 

○ 緊急通報システム等の活用 

○ 地域が一体となった協力体制づくりの推進 

○ 社会福祉施設等と地域の連携を促進 

都総務局 ○  広域避難誘導に関する検討 

○  震災対策訓練等を通じた防災行動力の向上 

○  避難場所等の周知に関する区市町村との連携 

都福祉保健局 ○  区市町村における避難行動要支援者名簿の作成等の要配慮者対策の強化を支援 

○  災害福祉広域支援ネットワークにおける災害時の活動体制の構築に向けた検討 

○  緊急通報システムの活用を促進 

都教育庁 ○  都立学校に対する避難計画の作成等指導 

都関係各局 ○ 各施設における自衛消防訓練内容の充実 

•  在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及・啓発 

•  外国人旅行者応対マニュアルの配布 

○ 在住外国人のための防災訓練の実施 

•  在京大使館等との連絡体制の確保 
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（２）詳細な取組み内容 

① 避難体制の整備 

【実施主体】区災対地域本部、区災対保健福祉部 

○ 区は、避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民

の避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。その際、水害と土砂災

害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川洪水との同時発生等、複合的な災害が

発生することを考慮するよう努める。 

〇 地域又は町会・自治会単位に、避難時における集団の形成や自主統制の状況につい

て、地域の実情を把握するよう努める。 

〇 避難の勧告又は指示を行ういとまがない場合の区民の避難について、あらかじめ地

域の実情や発災時の状況に応じた避難の方法を想定しておく。 

〇 他自治体にわたる避難場所又は他自治体の被災住民も利用する避難場所の運用につ

いて、関係する自治体があらかじめ協議して対処する。 

〇 避難住民の安全を保持するため、災害時に事態の推移に即応した適切な措置を講ず

るとともに、その内容及び方法等について、あらかじめ運用要領を定めておく。措置

内容はおおむね次のとおりである。 

・ 避難場所の規模及び周辺の状況を勘案し、運用に要する職員を適切に配置する。 

・ 情報伝達手段を確保し、適宜正確な情報を提供するとともに適切な指示を行う。 

・ 傷病者に対し救急医療を施す体制を確保する。 

・ 避難場所の衛生保全に努める。 

・ 避難期間に応じて、水、食料及び救急物資の手配を行うとともに、その配給方法

等を定め、平等かつ能率的な配給を実施する。 

・ 避難解除となった場合の避難者の帰宅行動又は避難所への移動を、安全かつ円滑

に誘導する。 

〇 効率的・効果的な避難を実現するため、避難場所や避難所、一時集合所などの役割、

安全な避難方法について、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等を行いつつ、

関係団体と連携を図りながら周知していく。 

〇 避難所は、スペースや備蓄が限られており、周辺の住民全員を受け入れることはで

きないため、基本的には、自宅の倒壊や火災等により生活ができなくなった方のため

に開設される。そのため、区では自宅が安全な場合、避難所生活ではなく自宅での生

活を続ける「在宅避難」とそのための備えを周知する。 

〇 内閣府が策定した「避難勧告等に関するガイドライン」に基づき、避難すべき区域

及び判断基準（具体的な考え方）を含めたマニュアルを策定するなど、避難勧告等が

適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるよう努める。また、当該ガイドライ

ンに記載されている「立退き避難が必要な居住者等に求める行動」（P.10）（「近隣の安

全な場所への移動」「屋内安全確保」等）について、日頃から住民等への周知徹底に努

める。 

〇 区は、在宅避難や自主避難、縁故避難など多様な避難の方法について、平常時から
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周知を図ることに加え、避難所に避難する際はマスク、消毒用アルコール、石鹸等の

衛生用物品を持参するように、区ホームページ、災害・防犯情報メール、ツイッター、

区のおしらせ等を活用して区民に呼びかける。 

〇 区は、東京消防庁・消防署と協働して、防災区民組織を中心とした訓練を実施する

など、地域の防災行動力の向上に努める。 

〇 小規模な火災が発生し、近隣空地への退避を余儀なくされる場合もある。このため、

区は、平常時から、近隣の公園など一時集合所の状況・位置について確認する。 

〇 災害時において、被災者の他地区への移送等、他の地方公共団体の円滑な協力が得

られるよう他の地方公共団体と協定等を締結し、協力体制の確立を図る。 

 

② 地域における要配慮者の安全対策 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部、区災対医療衛生部、区災対統括部、区

災対区民支援部、東京消防庁・消防署、民生委員・児童委員、町会・自治会 

災害時において、安否確認や救援には、地域における協力体制が不可欠である。 

○ 安全対策の普及・啓発 

•  高齢者及び障害者を地震災害から守るための本人・家族・地域社会の行動マニュ

アル「いざという時のために」を作成し、平成 24年度発行版より視覚障害者に対応

するため、音声コードを掲載している。 

•  災害時区民行動マニュアルは、文字データのホームページ掲載等を行っている。 

•  外国人に対しても、「災害時区民行動マニュアル」「世田谷区防災マップアプリ」

の英語版・中国語版・ハングル版を作成し、防災知識の普及・啓発に努めている。

また、「せたがや便利帳」の英語・中国語・ハングル版を作成・配布している。 

•  避難所運営マニュアル（標準版）の案内掲示として、外国の方などにも分かりや

すい表現「やさしい日本語」を作成している。 

•  平成 19年９月には、聴覚障害者のための防災手帳の配布を開始した。 

•  在宅要医療者に対して、災害時の準備の啓発用として「災害の備え」リーフレッ

トを配布している。 

•  区の保健師が中心となって、かかりつけ医、訪問看護ステーション等の協力の下、

在宅で人工呼吸器を使用している方の災害時個別支援計画を作成している。 

 

③ 災害時の助けあいネットワークの整備（避難行動要支援者対策） 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部、区災対統括部、区災対区民支援部、東

京消防庁・消防署、民生委員・児童委員、町会・自治会、保健福祉サービス事業者 

災害時において、安否確認や救援には、地域における協力体制が不可欠である。区は、

地域の支え合い活動等を通して、町会・自治会等で実施される避難行動要支援者への支援

活動（災害時の助けあいネットワーク）を推進する。 

ア 世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの整備等 

○ 平成 25年の災害対策基本法の改正を受けて、国の「災害時要援護者の避難支援ガイ

ドライン」が全面的に改訂され、平成 25年８月に「避難行動要支援者の避難行動支援
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に関する取組指針」が作成された。これを踏まえて、区では、平成 22年に策定した「世

田谷区災害時要援護者避難支援プラン（全体計画）」を改定し、平成 29 年３月に「世

田谷区避難行動要支援者避難支援プラン」を策定した。 

○ 区では、災害時の助けあいネットワークづくりを支援するため、平成 18年度から区

と町会・自治会との協働による「避難行動要支援者支援事業」に取り組んでいる。こ

の事業では、避難行動要支援者の支援に関する協定を締結した町会・自治会に対して

避難行動要支援者名簿を提供し、平常時からの助けあい活動を推進している。 

○ 一部の町会・自治会では、区との協定の有無に関わらず、自主的に避難行動要支援

者の安否確認や救援体制を整備する取組みを行っている。区は、日頃からこれらの活

動内容を把握するとともに、災害時に安否確認の情報を共有できる関係づくりに努め

る。  

○ 区は、避難行動要支援者に対する重層的な安否確認体制を整備するため、民生委員・

児童委員や保健福祉サービス事業者等と連携した体制づくりを進める。 

○ 災害時に実効性のある安否確認・避難支援等がなされるよう、避難支援者等と連携

して、避難行動要支援者一人ひとりの「個別計画」の策定を推進する。 

 

イ 避難行動要支援者の避難支援に関する全体的な考え方 

避難支援者となる者 

災害対策基本法 における「避難支援等関係者」のことであり、避難行動要支援者の

安否確認や避難生活の支援等に携わる関係者とする。 

○ 町会・自治会 

○ 民生委員・児童委員 

○ 世田谷区社会福祉協議会 

○ 世田谷ボランティア協会 

○ 地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター） 

○ 保健福祉サービス事業者 

○ 警察署 

○ 消防署・消防団 

 

避難行動要支援者対象者名簿に掲載する者の範囲 

区は、避難行動要支援者として避難行動要支援者対象者名簿に掲載する対象者は、

要配慮者のうち、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に自力で避難するこ

とが難しい者又は避難に時間を要する者等で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために特に支援を要する者とし、次に掲げる対象範囲に該当する者とする（対象者：

約8,600人）。 

なお、福祉施設や医療機関等に入所・入院している者は、当該施設の職員等が災害

時の避難支援等を行うことが可能なため、対象から除外する。 

Ａ 要介護度４又は５に認定されている者 

Ｂ ひとりぐらしの高齢者又は高齢者のみ世帯で、要介護度３に該当する者 



第９章 避難者対策 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

378 

第
９
章 避

難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

（その者の近隣に、常時その者の様子を知り得る親族がいる者を除く。） 

Ｃ 身体障害者手帳１級で、次の種別に該当する者 

視覚、四肢、体幹、半身、両下肢、片下肢、移動、聴覚 

※ 聴覚障害については２級までを対象とする 

Ｄ 愛の手帳１度又は２度の者 

Ｅ 精神障害や難病の者等のうち区長が特に支援が必要と認めた者 

 

避難行動要支援者対象者名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 

区は、区の福祉担当部署で管理している情報をもとに、名簿登載の対象範囲に該当

する者を抽出した避難行動要支援者対象者名簿を作成する。 

 

避難行動要支援者対象者名簿の記載項目 

避難行動要支援者対象名簿に登載する情報は、次のとおりである。 

Ａ 氏名  Ｂ 生年月日  Ｃ 年齢 

Ｄ 性別  Ｅ 住所  Ｆ 電話番号・ＦＡＸ番号 

Ｇ 避難支援等を必要とする事由（高齢者等・身体障害・知的障害の別） 

Ｈ 世帯主氏名  Ｉ 町会・自治会名 

Ｊ 避難所名 

Ｋ その他、避難支援等の実施に関し区長が必要と認める事項 

 

行政機関への配備・共有 

○ 避難行動要支援者対象者名簿は、次に掲げる行政機関へ配備し、平常時から避難

行動要支援者情報を把握・共有し、災害時に迅速に活用できるよう努める。 

Ａ 東京消防庁・消防署  Ｂ 警視庁・警察署 

Ｃ まちづくりセンター  Ｄ 総合支所保健福祉課 

Ｅ 保健福祉政策部保健医療福祉推進課  Ｆ 総合支所地域振興課 

 

○ 避難行動要支援者の情報については、個人情報保護審議会へ諮問した上で、要

介護・身体障害・知的障害など一定以上の個人情報をまとめ、関係所管で共有し

ている。同情報は、警視庁・警察署・東京消防庁・消防署へも随時提供する。 

 

避難行動要支援者同意者名簿の作成及び事前の提供 

○ 区は、平常時から名簿情報を提供するため、避難行動要支援者本人の同意を得た

上で避難行動要支援者同意者名簿を作成し、区と協定を締結した町会・自治会及び

該当地区の民生委員・児童委員に提供する。 

○ 避難行動要支援者同意者名簿は、避難行動要支援者対象者名簿をもとに作成し、

避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。 

Ａ 氏名  Ｂ 年齢  Ｃ 性別 

Ｄ 住所  Ｅ 電話番号・ＦＡＸ番号 
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Ｆ 避難支援等を必要とする事由（高齢者等・身体障害・知的障害の別） 

Ｇ 世帯主氏名  Ｈ 町会・自治会名  Ｉ 避難所名 

Ｊ その他、避難支援等の実施に際し区長が必要と認める事項 

 

避難行動要支援者対象者名簿・避難行動要支援者同意者名簿の更新 

原則として、避難行動要支援者対象者名簿は年に３回、避難行動要支援者同意者名

簿は年に１回更新するものとする。 

 

名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するために区が求める措置及び区が講ず

る措置 

○ 避難行動要支援者対象者名簿について、区は、世田谷区個人情報保護条例等に基

づき、個人情報の適正な管理及び安全の保護を図る。 

○ 避難行動要支援者同意者名簿には、町会・自治会等への個人情報の提供について、

避難行動要支援者本人の同意を得た者のみを登載する。また、区は、町会・自治会

等と、名簿の管理等について事故・漏えいの防止や名簿管理者の区への届け出など

の遵守事項を定めた協定を締結する。 

 

避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知又

は警告の配慮 

避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば自ら避難行動をと

ることが可能な者もいる。そのため、避難支援者が避難行動要支援者同意者名簿を活

用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよう、情報伝達に当た

っては、次の点に特に配慮する。 

○ 高齢者や障害者等にも分かりやすい言葉や表現を用いた説明などにより、一人ひ

とりに的確に伝わるようにする。 

○ 同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なる場合がある。 

○ 高齢者や障害者の特性に応じて必要な情報を選んで流す。 

○ 防災行政無線（戸別受信機）や広報車による情報伝達に加え、緊急速報メールな

ど、多様な手段による情報伝達手段を確保する。 

 

避難支援者の安全確保 

避難支援者に対し、災害時には自身や家族の安全を確保のうえで避難行動要支援者

への安否確認・避難支援等の支援を行うことの周知に努める。 

 

④ 災害時における要配慮者対策 

【実施主体】◎区災対保健福祉部、区災対区民支援部、区災対医療衛生部、区災対地域本

部、東京消防庁・消防署、民生委員・児童委員、町会・自治会 

区では、平常時から地域との協力体制を構築するとともに、災害時においては、避難

行動要支援者を含む要配慮者への的確な対策を行う体制の整備を図る。 
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ア 避難行動要支援者担当組織の設置と地域等との連携 

地域の区民組織、民生・児童委員、介護事業者、地域包括支援センター（あんしんす

こやかセンター）、各まちづくりセンター等と連携の上、有効な安否確認ができる手段の

確立について、検討する。 

なお、地域との連携を円滑にするため、あらかじめ関係機関との役割分担を明確化し、

必要に応じて連絡会等の情報交換を行う。 

また、災害時には、区災対保健福祉部に避難行動要支援者の担当組織を設置するとと

もに、区災対地域本部に「避難行動要支援者情報確認担当」を設置し、避難行動要支援

者のための必要な情報の一元的収集把握に努め、避難行動要支援者の安否確認や支援サ

ービス、福祉避難所（高齢者）（障害者）の利用調整等を行う総合調整窓口とする。 

 

イ 外国人災害時情報センターの設置 

外国人は、言語の違いにより、必要となる情報の把握が困難となることが予想される

ため、「外国人災害時情報センター」を設置し、災害時に必要な情報を迅速かつ的確に収

集・提供する。また、都外国人災害時支援センターへ語学ボランティアの派遣を要請し、

通訳や翻訳等に協力できるボランティアを確保する。 

なお、平成 19年３月には、指定避難所での案内表示の充実のため、全避難所に多言語

シートを配備した。 

 

ウ 区災対地域本部における支援 

区災対地域本部のケースワーカー、保健師、介護指導職員等が、高齢者、障害者の相

談・支援を実施するとともに、地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）、世

田谷区介護サービスネットワーク（介護事業者連絡会）等との連携により、安否確認や

被災後のサービス継続などの支援を図る。 

 

エ 手話通訳者の派遣 

聴覚障害者への情報提供、避難生活支援のための手話通訳者派遣を特定非営利活動法

人世田谷区聴覚障害者協会に要請する。 

＊災害時の聴覚障害者への支援活動に関する協定〔資料編資料協定第 64・P480〕 

 

⑤ 東京消防庁・消防署の要配慮者対策 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

介護を要する高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦などの要配慮者にとっては、災害時に

適切な防災行動をとることは、必ずしも容易ではない。環境の整備や周囲からの支援等

が不可欠である。 

これらの要配慮者の安全を確保するため、東京消防庁・消防署では、次のような施策

を展開する。 
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ア 地域における安全体制の確保 

（ア）近隣あるいは地域住民との日常的なふれあいを基盤とした、地域協力体制づくり

の推進を図る。 

（イ）防災行動力向上のため防災訓練指導を実施する。 

 

イ 社会福祉施設等の安全対策等 

（ア）社会福祉施設等と周辺地域の事業所、町会、自治会等との間及び施設等相互間で

の災害時応援協定等の締結促進を図る。 

（イ）各施設等の自衛消防訓練指導の充実に努める。 

 

ウ 総合的な防火防災診断の推進 

要配慮者の居住環境の安全化を図るため、区、福祉関係機関、町会・自治会等と連

携を図り、総合的な防火防災診断を実施する。 

 

 

２ 避難場所・避難所等の指定・安全化 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 災害対策基本法に基づく広域避難場所・指定避難所等の指定及び区民

への周知 

災対地域本部 ○ 避難場所・指定避難所等の地域住民への周知 

○ 避難場所・指定避難所等の安全性確保 

災対保健福祉部 ○ 福祉避難所の指定・確保及び地域住民への周知 

○ 福祉避難所の安全性確保 

東京消防庁・消防署 ○ 消防水利の整備 

○ 避難所における消防用設備等の維持管理状況等の確認 

都建設局 ○ 避難場所へ安全に避難できるよう道路や道路上の橋りょうを整備 

○ 避難場所や救助拠点となる都立公園の整備 

都水道局 ○ 避難所への供給ルートの耐震継手化を推進 

都下水道局 

（南部下水道事務所） 

○ 避難所などからの排水を受け入れる下水道管とマンホールの接続部

の耐震化 

東京電力グループ 

東京ガス 

○ 避難道路沿い施設の安全化 

都総務局 ○  指定管理者等の役割の明確化 

○  避難所での避難者と帰宅困難者の受入ルールの検討 

○  避難場所・避難所等の住民への周知 

都環境局 ○  避難場所隣接地及び避難道路沿いにある高圧ガス施設の安全化 

都都市整備局 ○  東京都震災対策条例に基づく、区部における避難場所、避難道路、地区内残留地

区の指定 
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（２）詳細な取組み内容 

区長は、災害対策基本法及び施行令等に定める基準等に基づき、避難場所及び避難所を指

定する。 

避難所には、指定避難所、予備避難所及び福祉避難所（高齢者）（障害者）（母子）があり、

避難場所には一時（いっとき）集合所と広域避難場所がある。ここでは、それらの指定基準

及び機能等を記載する。 

 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、区災対保健福祉部 

 

区分 指定基準等 

避難所 

・ 自宅での生活に支障をきたすため、被災者が一時的に避難生活を行う

場所 

・ 指定避難所、予備避難所及び福祉避難所を準備 

 
指定避難所 

・ 区立小中学校等を指定 

・ 災害時に、まず開設する避難所 

 

予備避難所 

・ 区内協定団体等の施設 43箇所指定。 

・ 指定避難所が被災で機能しない場合や指定避難所では被災者を収容し

きれない場合等は、区の要請に基づき開設する。 
 

 福祉避難所 

・ 自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を必要

とする要配慮者を一時的に受入れ、保護する 

・ 高齢者・障害者向けと妊産婦・乳幼児向けの福祉避難所を準備 

 

 
（高齢者） 

（障害者） 

・ 区内協定団体等の施設 96箇所指定 

・ 自宅や指定避難所等での生活が困難な配慮を要する者のうち、高齢者

や障害者及びその家族のために、区の要請に基づき開設する。 

 （母子） 

・ 区内協定施設 

・ 自宅や指定避難所等での生活が困難な要配慮者のうち、妊産婦・乳幼

児及びその家族のために、区の要請に基づき、開設する。 

避

難

場

所 

一時集合所 近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所 

広域避難場所 
広域火災や延焼等から避難する場所（東京都震災対策条例に基づき指定

される避難場所） 

 

① 避難所の指定 

ア 避難所の指定基準及び機能 

避難所とは、被災者が一時的に避難生活をする場所である。指定避難所（区立小中学

校等）と予備避難所及び福祉避難所（区内協定団体等の施設）の避難所を準備している。 

 

指定避難所の指定基準及び機能 

Ａ 指定基準 
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区は、まず指定避難所を開設するが、指定避難所が被災により機能しない場合、

あるいは指定避難所では被災者を収容しきれない場合等は、協定を締結している近

隣施設等を、その協力を得ながら予備避難所として開設する。 

○ 指定避難所は、原則として町会（又は自治会）又は学区を単位として指定する。 

○ 指定避難所は、耐震・耐火・鉄筋構造を備えた区立小中学校を利用する。 

○ 指定避難所に受入れられる被災者数は、おおむね居室 3.3㎡当たり２人とする。 

○ 区があらかじめ指定する指定避難所は、資料編のとおり。 

○ 指定避難所に指定した建物については、建物の安全性の確認・確保に努めるも

のとする。 

○ 公共施設整備方針や学校跡地活用方針における基本的な考え方（共通）に基づ

き、学校跡地については、災害時の指定避難所としての機能を確保する。 

○ 指定避難所に指定した建物については、消防用設備等の点検を確実に行う等、

安全性を確認・確保するとともに、被災者の性別も踏まえ、プライバシーの確保

や生活環境を良好に保つよう努める。 

＊指定避難所一覧（対象区域別編）〔資料編資料第 62・P137〕 

 

Ｂ 機能 

【実施主体】区災対地域本部、区災対教育部 

○ 区立小・中学校には、食料等の備蓄や必要な資器材、台帳等を整備するなど、

指定避難所機能の強化を図るとともに、日頃から学校・家庭・地域・関係防災機

関等との計画的、継続的な連携・協力を図っていく。 

○ 避難所運営組織は、日頃から避難所運営訓練等を行い、災害時に自主的に避難

所開設ができるように努める。 

＊指定避難所一覧（対象区域別編）〔資料編資料第 62・P137〕 

＊避難所運営マニュアル(標準版)（区災害対策課、総合支所、学校、避難所運営組織） 

＊学校安全対策マニュアル（区教育委員会） 

 

予備避難所の指定基準及び機能 

避難所が不足する場合に備え、民間施設等と協定を結ぶなど、予備避難所の確保に

努める。 

【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部、都 

○ 都立高校・私立大学・国立学校等 

区は、区内の都立高校・私立大学・国立学校等と相互協力協定を締結しており、

災害の状況に応じて予備避難所として開設する。 

○ 企業等の大規模施設の指定 

区は、日本郵便株式会社ゆうぽうと世田谷レクセンターと相互協力協定を締結

しており、災害の状況に応じて予備避難所として開設する。 

区では、今後も区内企業等と災害時の相互協力関係の構築を進めていく。 

＊避難所施設利用に関する協定〔資料編資料協定第 105～112・P539〕 
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＊洪水発生時もしくは洪水発生の恐れがある場合における避難所施設利用に関する協定書 

〔資料編資料協定第 104・P537〕 

＊水害等の発生時等における施設の利用に関する協定書 

〔資料編資料協定第 139・P600〕 

○ 区立施設等の指定 

大広間・和室等を有する施設等を予備避難所として開設することも想定する。 

○ 野外の受入れ施設 

Ａ 避難所が不足する場合には、一時的に被災者を受入れるため、必要に応じて

野外に予備避難所としての受入れ施設を開設する。 

Ｂ 野外に受入施設を開設した場合の関係機関への連絡及び管理責任者の設置に

ついては、指定避難所の開設時と同様とする。 

Ｃ 野外受入施設の開設に必要な資材が不足する時は、都福祉保健局に調達を依

頼する。 

Ｄ 野外受入施設の開設期間は、指定避難所が開設されるまでの期間又は応急仮

設住宅が建設されるまでの間とする。 

 

＊予備避難所一覧〔資料編資料第 61・P145〕 

＊災害時における協力体制に関する協定書〔資料編資料協定第 98～103・P532〕 

〔資料編資料協定第 140・P602〕 

＊避難所施設利用に関する協定〔資料編資料協定第 105～112・P539〕 

＊洪水発生時もしくは洪水発生の恐れがある場合における避難所施設利用に関する協定書 

〔資料編資料協定第 104・P537〕 

＊水害等の発生時等における施設の利用に関する協定書 

〔資料編資料協定第 139・P600〕 

 

イ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の指定基準及び機能 

自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を必要とする要配慮者

を一時的に受け入れ、保護するため、社会福祉施設等を利用した福祉避難所（高齢者）

（障害者）を開設し、支援を行う。 

指定基準 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対統括部、区災対地域本部 

Ａ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の基準 

○ 指定施設の指定要件 

•  施設自体の安全性が確保されていること 

•  施設内における要配慮者の安全性が確保されていること 

•  要配慮者の避難スペースが確保されていること。 

 

Ｂ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の整備方針 

福祉避難所（高齢者）（障害者）の備えるべき施設機能及び運営計画について、既
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設施設については福祉避難所（高齢者）（障害者）の指定後に当該施設の実態に応じ

た内容を調整する。 

また、新規施設については、福祉避難所（高齢者）（障害者）運営に必要となる設

備等を整備相談段階から求めていく。 

 

Ｃ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の確保 

ａ 社会福祉施設等を利用した福祉避難所（高齢者）（障害者） 

特別養護老人ホームや障害者施設等の社会福祉施設等は、介護等に必要な資器

材を備えるとともに、バリアフリー化がされている等、高齢者や障害者等に配慮

した建物構造となっている。また、施設の運営や要配慮者の支援に必要な人材を

確保しやすい施設であるため、社会福祉施設等を利用する。 

ｂ その他の公共施設等を利用した福祉避難所 

社会福祉施設等を利用した福祉避難所（高齢者）のほか、特別支援学校等の公

共施設等から福祉避難所（障害者）として利用可能な施設を確保する。 

 

＊障害者等を対象とした避難所施設利用に関する協定書〔資料編資料協定第 113・P558〕 

＊災害時における被災住民の避難に関する相互応援協定〔資料編資料協定第 126・P573〕 

＊災害時における介護用品等の供給に関する協定〔資料編資料協定第 37・P422〕 

＊福祉避難所（高齢者）（障害者）一覧〔資料編資料第 64・P147〕 

 

機能 

【実施主体】区災対保健福祉部 

Ａ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の受入対象者 

災害時に自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を要す

る要介護高齢者や障害者とする（原則、介護者同伴とする）。 

Ｂ 要配慮者の特性に応じた受入れ 

福祉避難所（高齢者）（障害者）では、要配慮者の特性に配慮した支援を行うた

め、原則として、高齢者は高齢者施設（福祉避難所（高齢者））、障害者は障害者

施設（福祉避難所（障害者））において受入れるものとする。 

Ｃ 福祉避難所（高齢者）（障害者）への受入れ 

指定避難所等において避難生活が困難な高齢者・障害者等については、介護者

の有無や高齢者・障害者の状況を踏まえ、福祉避難所（高齢者）（障害者）の施設

と調整を行った上で、受入れの手続を行う。 

Ｄ 開設・運営の事前準備 

福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設・運営が円滑に行えるよう、福祉避難所

（高齢者）（障害者）に指定されている施設等と協議や演習を実施し、災害発生時

期に応じた運営マニュアルの整備を進める。 

Ｅ 福祉避難所（高齢者）（障害者）で必要な物資の備蓄 

○ アルファ化米やスタンドパイプ等の必要物資を福祉避難所（高齢者）（障害者）
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に備蓄・貸与する。 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）で必要となる資器材及び介護用品等について

は、広域用防災倉庫に福祉避難所（高齢者）（障害者）スペースを設け、備蓄に

取り組む。 

 

ウ 福祉避難所（母子）の指定基準及び機能 

指定基準 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対統括部、区災対地域本部 

Ａ 福祉避難所（母子）の基準 

〇 指定施設の指定要件 

・ 施設自体の安全性が確保されていること 

・ 施設内における要配慮者の安全性が確保されていること 

・ 要配慮者の避難スペースが確保されていること 

Ｂ 福祉避難所（母子）の整備方針 

協定に基づく指定施設について、施設機能や他の災害対策機能の設置状況等を考

慮しながら、備えるべき機能の確保策や運営計画について協議し、整備を推進して

いく。 

 

機能 

【実施主体】区災対保健福祉部 

Ａ 福祉避難所（母子）の受入対象者 

災害時に自宅や指定避難所等での生活に支障をきたすため、特別な配慮を要す

る妊産婦・乳幼児及びその家族とする。ただし、家族の受け入れについては、妊

産婦・乳児の受け入れを優先するため、制限することも想定する。 

Ｂ 福祉避難所（母子）への受入れ 

指定避難所等において避難生活が困難な妊産婦・乳児については、健康相談等

の保健活動を通じてスクリーニングを行い、指定施設の受け入れ状況と調整を行

った上で、受入れの手続を行う。 

Ｃ 開設・運営の事前準備 

〇 福祉避難所（母子）の開設・運営が円滑に行えるよう、福祉避難所（母子）

に指定されている施設と協議や訓練を実施し、災害発生時期や施設の個別状況

を踏まえた運営マニュアルの見直しを継続して行う。 

〇 協定に基づく独立行政法人国立成育医療研究センターによる妊産婦等の受入

れや、公益社団法人東京都助産師会による助産師の派遣について、より効率的

かつ効果的な仕組みとなるよう、必要な協議を継続して行う。 

Ｄ 福祉避難所（母子）で必要な物資の備蓄 

離乳食や超音波心音計等、福祉避難所（母子）で必要となる資器材及び用品等

について、広域用防災倉庫等に福祉避難所（母子）用のスペースを設確保し、備

蓄に取り組む。 
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＊福祉避難所一覧〔資料編資料第 64・P147〕 

 

② 避難場所 

大地震時に発生する延焼火災やその他の危険から避難者の生命を保護するために必要な

面積を有する大規模公園、緑地等のオープンスペースをいう。 

ア 一時（いっとき）集合所の指定基準及び機能 

指定基準 

一時集合所とは、近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所のことであり、

集合した人々の安全が確保されるスペースを有する身近な公園、緑地、学校のグラン

ド、神社・仏閣の境内、団地の広場等から、町会・自治会等が事前に指定するもので

ある。 

機能 

家屋の倒壊や火災など、自宅が危険になった場合には、身近な一時集合所に集合し

て様子を見ることとなる。そして、火災延焼などにより、一時集合所にも危険が迫っ

た場合には、広域避難場所へ避難する。 

一時集合所には、避難者に混乱が発生することを防止するために、町会・自治会等

の防災区民組織を核として、避難者が一定の地域、事業所単位に集団を形成し、避難

態勢を整える場としての役割がある。 

また、その効果は次のとおりである。 

Ａ 情報伝達等が効率的に行える。 

Ｂ 近隣相互の助け合いや不在者等の確認が容易になる。 

Ｃ 防災区民組織のリーダー等の指示で避難するため、整然とした避難が期待できる。 

なお、一時集合所は、地震発生後の状況に応じて、初期消火活動、救援・救護活動

などの地域の防災活動の拠点としての性格も担う。 

＊一時集合所種類別一覧〔資料編資料第 65・P150〕 

＊一時集合所一覧〔資料編資料第 66・P151〕 
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イ 広域避難場所の指定基準及び機能 

指定基準 

都は、東京都震災対策条例に基づき、震災時に拡大する火災から住民を安全に保護

するために避難場所を指定している。 

広域避難場所は、震災時に拡大する火災から住民を安全に保護するため、火災が鎮

火するまで待つ場所として指定している。広域避難場所は、指定された広域避難場所

までの避難距離が３km 未満となるようにその避難圏域を指定し、広域避難場所周辺で

の大規模な市街地火災が発生した場合のふく射熱を考慮した利用可能な空間として、

避難計画人口一人当たり１㎡以上を確保することを原則としている。 

 

機能 

都区間の役割分担により、震災時における広域避難場所の運用は、区が行う。ただ

し、区のみの対応が困難な場合には、都が補完する。また、二区市以上の住民が利用

する広域避難場所については、あらかじめ関係自治体において協議する。 

広域避難場所における措置内容等は、次のとおりとする。 

Ａ 広域避難場所の規模及び周辺状況を勘案し、運用に要する職員を適切に配置する。 

Ｂ 情報伝達手段を確保し、適宜正確な情報を提供するとともに、適切な指示を行う。 

Ｃ 傷病者に対して救急医療を施すため、救護所及び医師等の確保を図る。 

Ｄ 広域避難場所の衛生保全に努める。 

Ｅ 避難期間に応じて、水、食料及び救急物資の手配を行うとともに、適切な配給に

努める。 

Ｆ 避難解除となった場合の避難者の帰宅行動又は避難所への移動を安全かつ円滑に

誘導する。 

＊広域避難場所一覧〔資料編資料第 67・P157〕 

＊災害時区民行動マニュアル（マップ版）〔資料編資料第 143・別添〕 
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広域避難場所等の整備計画 

所管 項目 内容 

都 

広域避難場所

の指定 

都は、区部においては、平成 30年６月現在、広域避難場所 213

箇所を指定している。 

都
・
区
災
対
地
域
本
部 

・
区
災
対
統
括
部 

広域避難場所

標識の整備 

都は、区内 21 箇所の「広域避難場所」周辺に延べ 112 基の標

示板を設置した。なお、広域避難場所標識の変更に伴い、平成４

～８年度に設置場所の変更・廃止を含め見直し、順次建替を実施

した。（平成 19年度６基、合計 112基） 

広域避難場所標識を新たに設置する場合又は指定緊急避難場

所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に基づく

災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した広域

避難場所であるかを明示した上で、標識の見方に関する周知に努

めるものとする。あわせて、当該標識の多言語対応（英語、中国

語、韓国語）も図る。 

区
災
対
地
域
本
部
・ 

区
災
対
統
括
部 

広域避難場所

の標示 

住居表示街区案内板に、取替時、該当広域避難場所名を明示す

る。 

区
災
対
統
括
部 

利用管理の 

協議 

「広域避難場所」内施設の管理者等と、災害時の運用方法及び

必要な施設整備について、理解を求め、協議する。 
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〔広域避難場所〕 

区内 

（23箇所） 

40．駒場東大一帯 （※目黒区、渋谷区も利用） 

42．世田谷公園一帯 （※目黒区も利用） 

54．日本大学文理学部一帯 

55．羽根木公園一帯 

56．昭和女子大学一帯 

57．駒沢オリンピック公園一帯 （※目黒区も利用） 

58．都立園芸高校 

59．砧公園・大蔵運動公園一帯 

60．馬事公苑・東京農業大学一帯 

61．祖師谷公園・総合工科高校一帯 

62．第一生命グランド一帯 

63．芦花公園・明大八幡山グランド一帯 （※杉並区も利用） 

128．玉川野毛町公園一帯 

142．成城学園一帯 

159．国士舘大学一帯 

160．きたみふれあい広場一帯（※狛江市も利用） 

161．学芸大学附属高校一帯 

162．烏山北住宅・日本女子体育大学一帯 

186．多摩川河川敷・二子橋一帯 

187．多摩川河川敷・田園調布先一帯 （※大田区も利用） 

209．東京学芸大学附属世田谷小・中学校一帯 

214．太子堂円泉ヶ丘公園・三宿の森緑地一帯 

238. 駒場地区 

区外 

（１箇所） 

73．明大和泉校舎一帯 （※杉並区も利用） 

合計 24箇所  ※数字は避難場所番号 

 

ウ 避難道路の指定基準及び機能 

指定基準 

「広域避難場所」への距離が長い地区、又は火災の延焼危険の高い地区で、道路の

道幅は原則として 15m以上のもの。 

※ 平成 20年２月、都の広域避難場所の見直しにより、それまで避難道路に指定され

ていた目黒通り（等々力六丁目から多摩川河川敷）は、指定を解除された。 

※ 平成 25年５月、都の広域避難場所の見直しにより、それまで避難道路に指定され

ていた駒沢通り（目黒区中央町二丁目から駒沢オリンピック公園一帯）は指定を解

除された。 

＊災害時区民行動マニュアル（マップ版）〔資料編資料第 143・別添〕 
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避難道路等の整備計画 

所管 項目 現況 計画 

都 

避難道路の 

指定 

都は、区内の避難道路として、現在

指定を行っていない。 

避難圏域の改定に応じて

必要な見直しを行う。 

都
第
二 

建
設
事
務
所 

避難道路の 

維持 

避難道路に指定されている都道の維持管理に努め、道路破損が生じ

た場合は、直ちに破損箇所の修理等を行う。 

区
災
対
地
域
本
部 

街路消火器 

の設置 

避難道路沿いに、約 100m間隔で、街

路消火器を設置した。 
維持管理 

市民消火隊 

都は、避難道路沿いに、地域住民に

より「市民消火隊」を結成させ（昭和

47 年度）、その後（昭和 54 年）区に移

管した。 

地域の防災区民組織の一

員となって、避難路の安全確

保に努めるよう働きかける。 

東
京
消
防
庁
・
消
防
署 

消防水利の 

整備 

避難道路周辺の火災が延焼拡大すると、避難者は危険な状態に陥る

ことになる。その安全確保のためこれらの地域には、消防活動の根幹

をなす消防水利が必要となる。消防水利の整備については、市街地の

変化や地域特性等を踏まえて総合的に推進している。特に、焼失危険

度の高い地域や避難道路等の震災対策上重要な地域に対しては、100

㎥防火水槽を中心に整備を推進している。 
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３ 避難所等の管理運営体制の整備等 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 「避難所運営マニュアル」作成・管理 

○ 避難所の食料備蓄や必要な資器材、台帳等の管理・整備 

○ 避難所の衛生管理対策の促進 

○ 動物の同行避難の体制整備 

○ 学校災害対策本部との連携 

災対教育部 ○ 災対地域本部への協力 

○ 学校災害対策本部との連携（災対地域本部との連携・協力） 

災対医療衛生部 ○ 動物の同行避難の普及啓発 

○ 都、関係団体等と協力した動物救護体制の整備 

○ 避難所の環境衛生・食品衛生管理対策の促進 

災対清掃・環境部 ○ し尿処理等に関するマニュアル作成 

災対統括部 ○ 「避難所運営マニュアル」標準版の作成・更新 

○ 避難所の食料備蓄や必要な資器材、台帳等の整備 

○ 要配慮者で在宅避難する者への支援体制の構築 

○ 動物の同行避難の体制整備支援 

災対保健福祉部 ○ 要配慮者で在宅避難する者への支援体制の構築 

○ 「福祉避難所（高齢者・障害者・母子）運営マニュアル」の作成・

更新 

東京消防庁・消防署 ○ 避難所の防火安全対策の策定等による区の避難所運営支援 

町会・自治会 ○ 避難所運営訓練の実施 

都生活文化局 ○ 東京ボランティア・市民活動センターとの連携による都災害ボランティアセン

ターの設置・運営訓練等を実施など 

都福祉保健局 ○ 避難所管理運営指針の改訂に伴う要配慮者に係る指針の改定 

○ 区避難所運営体制整備の支援・情報共有 

○ 避難所の衛生管理対策の推進 

○ 飼養動物の同行避難等に関する区市町村の受入体制等の整備支援 

○ 区市町村、関係団体と協力した動物救護体制の整備 

○ 福祉関係団体の協力によるボランティア派遣体制の確保 

都教育庁 ○ 「学校危機管理マニュアル」に基づき、避難所指定の学校における避難所の支

援に関する運営計画を策定 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対教育部、区災対医療衛生部、区災対清掃・環境部、区

災対統括部、区災対保健福祉部 

① 指定避難所等 

○ 指定避難所等の管理運営が混乱なく円滑に行われるよう、事前に「避難所運営マニュ

アル」を作成する。マニュアルの作成にあたっては、避難所運営マニュアル（標準版）

を踏まえ、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等に配慮する。 



第９章 避難者対策 

第５節 具体的な取組み／第１ 予防対策 

393 

第
９
章 避

難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

○ 指定避難所等における貯水槽、仮設トイレ、簡易トイレ（屋内設置用）、マット、非常

用電源、通信機器等のほか、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者のニーズに

も対応した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める。さらに、テレビ、ラジオ、

インターネット、公衆電話等、被災者による情報の入手に資する機器の整備を図るもの

とする。 

② 福祉避難所（高齢者）（障害者） 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）用の資器材や介護用品等の備蓄については、広域用防

災倉庫に福祉避難所（高齢者）（障害者）用スペースを設けて備蓄に取り組む。また、福

祉避難所（高齢者）（障害者）用の医薬品の調達・供給体制を構築する。 

③ 福祉避難所（母子） 

○ 協定締結団体（大学等）との連携を強化し、全指定施設の福祉避難所（母子）運営マ

ニュアル【施設版】整備の早期実現に取り組む。 

○ 実践的な運営訓練の継続的な実施に取り組む。 

○ 設営や開設直後の運営に必要な備蓄品を拡充し、広域防災倉庫等に福祉避難所（母子）

用スペースを設けるとともに、保管場所確保に取り組む。 

○  災害医療コーディネーターや区内の医療機関等、発災から時間経過も考慮しながら、

医療体制との適切な連携のあり方を検討する。 

④ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制 

○ 避難所の運営において女性の参画を推進するとともに、避難所運営マニュアル（標準

版）に基づき、要配慮者や女性のニーズを踏まえた対応に配慮する。 

○ 多様性に配慮した女性の視点からの防災対策について、せたがや女性防災コーディネ

ーターを中心とした地域啓発研修等の開催により、年齢、性別、職業等を問わず幅広い

層への意識啓発を図る。 

○ 避難所運営や地域の防災活動への女性の参画推進を図るため、引き続き女性防災コー

ディネーターの育成を進めるとともに、彼女たちの活動の場を確保するなどのフォロー

アップに努める。 

⑤ 避難所内での感染症防止対策 

○ 区立小中学校等の防災倉庫に、マスクや手指消毒液等の避難所用感染症対策セットを

配備する。 

＊避難所用感染症対策セット〔資料編資料第 68 Ｐ158〕 

○ 避難所となる区立小中学校においては、体育館以外にも、教室、視聴覚室、ランチル

ーム等も含めて避難スペースとして活用し、発熱等の症状がある避難者を隔離できる専

用スペースや動線を確保する。 

○ 避難所の開設・運営における新型コロナウイルス等感染症の対策を想定した留意事項

を作成し、各避難所の運営マニュアルに反映させる。 

○ 避難所の開設・運営に関係する職員に対し、感染症防止対策に関する留意事項を整理

した上で、研修等を実施する（避難者受入れ時、発熱等の症状のある区民に対する対応

等）。 

○ 避難所への避難の際は新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)をインストールし

たうえで避難頂くよう区民に周知する。 
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⑥ 食料・資器材・人的支援の確保 

○ 地域内の公立小中学校等を指定避難所として指定したときは、食料の備蓄や必要な資

器材、台帳等を整備するなど、避難所機能の強化を図る。 

○ 都に人的あるいは物資の支援を要請する際に、より具体的な内容を伝達できるよう、

体制整備を図る。 

○ 従前の避難所運営組織のメンバーのみで運営を担うのではなく、避難所への避難者や

在宅での避難者にも協力をよびかけるなど、人材の確保に努める。 

○ 避難所や帰宅困難者支援施設に大容量ポータブル蓄電池を配備する。 

○ 感染症対策を考慮し、マスク、体温計、消毒用アルコール、石鹸等を避難所の備蓄品

として配備する。 

⑦ 衛生管理・トイレ等の機能の確保 

○ 避難所運営組織の中に衛生管理担当を設置するなど、避難所の衛生管理対策を促進す

る。 

○  避難所や車中泊等の避難者の健康障害の発生防止のための事前の方策を検討する。 

○ 「避難所運営マニュアル（標準版）」等を活用し、トイレ等の設置体制・維持管理方法

等に関して周知する。 

⑧ 安全の確保 

○ 避難所運営組織の中で、防火担当責任者を指定し、避難所の防火安全対策を促進する。 

○ 避難所において、子どもを見守り、一人にしないなど、子どもの安全を確保する。 

⑨ 動物救護体制 

○ ペットの同行避難の体制づくりを進めるとともに、関係団体と動物救護活動への協力

体制を整備する。 

○ 災害発生時には、飼育動物も多大な被害を受けることから、動物の飼い主に対して、

平常時からの飼育動物のしつけや身元の表示、餌・水・常備薬・ケージなどの備蓄につ

いて普及啓発を実施する。  

○ ペット同行避難の必要がないよう、自宅の耐震化、ペットの預け先の確保等について

普及啓発する。 

⑩ 情報通信体制 

○  避難所には、受け入れた避難者が安否確認や情報収集を行いやすくするため、災害時

用公衆電話（特設公衆電話）や Wi-Fi アクセスポイント等の整備のほか、発災時の速や

かな設置や利用者の適切な利用への誘導が可能な体制整備に努める。  

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）等の災害用安否確認サービス等

の使い方を説明できる体制整備に努める。 

○ 災害対策本部態勢や水防態勢において、職員間における避難所の状況などの情報収

集・共有のため、通信用アプリを導入し、出水期においての運用体制を整備する。 
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４ 車中泊 

（１）対策内容 

○ 車中泊者発生抑制に向けた普及啓発 

○ 避難所環境の整備促進 

○ 大震災時の交通規制及び新たな自動車の乗り出し自粛依頼に係る普及啓発 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 都における震災時の車中泊に係る基本的考え方 

○ 以下の理由により、都内における車中泊は、原則、認めることは困難である。 

（理由） 

・東京都震災対策条例により車両での避難を禁止していること 

・大震災発生時は、人命救助や消火活動等のため、都内では、警視庁から、新たな自 

動車の乗り出し自粛依頼や、大規模な交通規制が実施されること 

・緊急自動車専用路（警視庁等の交通規制）の対象以外においても、道路上等におけ

る駐車が被災者支援等に致命的な影響を与える可能性が大きいこと 

・都内では、オープンスペースは限定的で、発災時における応急活動等の用途が決定

している場所が多く存在すること 

・エコノミークラス症候群等、健康問題に対する適切な対応に課題があること。 

 

② 車中泊者発生抑制に向けた取組み 

○  発災時の混乱防止に向け、以下の事項について、ホームページやツイッター、その他

媒体等で、予め都民に普及啓発し意識の醸成に努める。 

（啓発事項） 

・東京都震災対策条例の趣旨（車両による避難の禁止） 

・大震災時の交通規制及び新たな自動車の乗り出し自粛依頼 

・緊急輸送道路以外の区道等も避難所支援等に必須の輸送路であり、閉塞すると支援が

滞る懸念があること 

・都内の大規模な公園等は発災時の用途が定められていること 

・過去の災害においても、車中泊等により健康被害が生じており、健康リスクが存在し 

うること 

○ 区においては、多様な避難者が安全に安心して避難生活を送れるよう、平素から避難

所環境の整備等に努めていく。 
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第２ 応急対策 

１ 避難誘導 ４ ボランティアの受入れ 

２ 避難所の開設・運営 ５ 被災者の他地区への移送 

３ 動物救護  

 

１ 避難誘導 

ここでは、震災時における避難誘導の流れについて記載する。洪水時の避難については、風

水害編 第３部「第６章 避難者対策」に記載する。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 災害対策基本法に規定する区長の役割 

（避難勧告・避難指示（緊急）の発令、避難誘導） 

○ 都への補完要請 

○ 水防法に基づく避難指示 

災対地域本部 ○ 避難勧告・避難指示（緊急）の発令 

○ 区民等への避難誘導 

○ 避難行動要支援者の安否確認等 

○ 避難所等の運用 

○ 水防法に基づく避難指示 

災対保健福祉部 ○ 避難行動要支援者の安否確認等 

○ 要配慮者に関する情報収集 

警視庁・警察署 ○ 警察官を配置し、区及び関係機関と連携して、次の措置をとる。 

① 避難状況の把握 

② 広域避難場所の秩序保持 

③ 被害情報の収集と広報活動 

④ 行方不明者の把握  

⑤ 相談所の開設等による相談等の受理 

○ （区長が避難指示できない場合）警察官による避難指示 

○ 区民の避難誘導 

東京消防庁・消防署 ○ 災害の進展等により、区民を避難させる必要がある場合の区への通

報 

○ 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と

連携した避難勧告又は指示及び区へのその内容の通報 

○ 被災状況を勘案し、必要な情報を区、関係機関に通報 

○ 避難勧告又は指示の伝達 

京王電鉄 ○ 駅構内及び列車内の旅客に対する避難誘導 

○ 利用者への避難方法の周知徹底 
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機関名 対策内容 

小田急電鉄 ○ 駅構内及び列車内の旅客に対する避難誘導（放送・掲示・チラシ配

布） 

東急電鉄 ○ 駅構内及び列車内の旅客に対する避難誘導（放送・掲示・チラシ配

布・マニュアル作成） 

避難支援者 ○ 避難支援者は、自らの安全を確認したうえで、災害時助け合いネッ

トワーク等で、日頃から把握している避難行動要支援者について、安

否確認や避難支援に努める。 

都本部 ○ 災害対策基本法に規定する知事の役割 

（応急措置、区市町村の代行（避難指示、応急措置）） 

○ 区市町村からの要請に関する都関係各局との連絡調整・区の補完 

都関係各局 ○ 区市町村からの要請対応 

都福祉保健局 ○ 要配慮者に関する区市町村及び近隣県市等との連絡調整 

都建設局 ○ 地すべり等防止法に基づく避難指示 

○ 水防法に基づく避難指示 

 

（２）業務手順 

〔避難勧告等〕 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

住 民 

区 

市 

町 

村 

避難準備・高齢者等避難開始 

要配慮者等の避難行動に時間を要する

者が避難行動を開始しなければならな

い段階 

避難勧告 

通常の避難行動ができる者が避難行動

を開始しなければならない段階 

避難指示（緊急） 

人的被害の発生する危険性が非常に高

いと判断された状況 

 

 

都 報告 

要配慮者 
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〔 避 難 誘 導 〕

〔避難の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 民 

 

区市町村 

 

都 

避難勧告・指示

の伝達 

 

地元警察署 

地元消防署 

協
力 

 

避難誘導 

要請 

支援 

要配慮者 

 

一時集合所（公園・学校など） 

広域避難場所（大規模空地） 

火災延焼などにより自宅、一時集合所が危険な状態に

なった場合に避難する場所です。区内外 24箇所を指定し

ています。 

指定避難所等（区立小・中学校など） 

自宅での居住継続が困難な場合、又は二次災害を受け

る可能性のある場合に一時的に受入れ、保護するための

施設です。 

家屋の倒壊や火災など 

自宅が危険になったとき 

火災延焼などで 

一時集合所に危険が迫ったとき 

火災延焼の危険は去ったが 

自宅が安全でないとき 

自宅 

危険回避のために一時的に集合して様子を見る、又は、

避難のために一時的に集合するところで、区内に約 400

箇所指定されています。 

福祉避難所 

火
災
な
ど
の
危
険
は
去
っ
た
が
、 

自
宅
が
安
全
で
な
い
と
き 

危
険
が
去
り
、
自
宅
が
安
全
な
と
き 

自宅や指定避難所での生活が困難であり、医療機関で

の専門的な医療行為を必要としない要配慮者を一時的に

受け入れるための施設です。 
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（３）詳細な取組み内容 

避難勧告等により立退き避難が必要な居住者等に求める行動については、第３部第６章「避

難者対策」（p.764）に記載する。 

 

① 避難勧告等 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部 

○ 避難の勧告・指示 

ア 区内において危険が切迫した場合には、区長は警察署長及び消防署長と協議の上、

要避難地域及び避難先を定めて避難を勧告又は指示する。 

イ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命身体を

保護するために必要があると認められるときには、区長は、警戒区域を設定し、当

該区域への立ち入りを制限もしくは禁止し、又は退去を命ずる。 

ウ 平常時から、地域又は町会・自治会単位で、避難時における集団の形成の状況、

避難行動要支援者の避難支援の態勢について地域の実情を把握するよう努める。 

 

② 避難誘導 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、区災対保健福祉部、区災対教育部 

○ 協力要請 

区は、避難の勧告又は指示を決定したときは、速やかに警視庁・警察署・東京消防

庁・消防署等関係機関に対して避難誘導に関する協力を要請する。 

○ 避難勧告・指示による避難 

避難の勧告又は指示が出された場合、集団を形成し、警視庁・警察署及び東京消防

庁・消防署等の協力を得て、避難を行う。 

・ 防災区民組織や町会・自治会、事業所等においては、組織単位ごとに集団を形成

し、あらかじめ指定してある一時集合所に避難者を集合させる。 

・ その後、防災区民組織の班長や事業所の管理者等各組織のリーダーを中心に集団

を編成し、延焼等により被害の拡大が予想される場合は、広域避難場所等に避難す

る。 

○ 避難行動要支援者の支援 

避難支援者は自らの安全を確認したうえで、災害時助け合いネットワーク等で、日

頃から把握している避難行動要支援者について、安否確認や避難支援に努める。 

○ 区が避難の勧告又は指示を行ういとまがない場合 

区が避難の勧告又は指示を行ういとまがない場合の区民の避難について、あらかじ

め地域各組織の実情に応じて、発災時の状況に応じた避難の方法を想定しておく。 

○ 小中学校、保育園等での避難 

区立小中学校・保育園・幼稚園・児童館等においては、震災の状況に応じ、校（園・

館）長以下各職員により、生徒、児童等の避難誘導、保護に努める。 
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【実施主体】警視庁・警察署 

○ 自主的避難 

発災直後は、町会・自治会、事業所等のリーダーを中心に編成したグループで、一

時集合所等に集合した後、指定された避難場所等への自主避難とする。 

この場合、避難道路、主要交差点に警察官を配置して、避難誘導にあたる。 

○ 避難勧告・指示による避難 

区長による避難の勧告、指示があった場合等は、できる限り必要な部隊を編成派遣

し、避難地域の責任者、管理者等のリーダーと緊密に連携して避難誘導にあたる。 

○ 避難行動要支援者の避難 

高齢者、障害者等の避難行動要支援者に対しては、優先して避難誘導を行うものと

し、この場合は、家族、近隣住民、町会・自治会等のリーダーが相互に連携協力して

避難誘導に当たる。 

○ 避難誘導上の留意事項 

ア 自動車による避難は中止させる。 

イ 家財等の持ち出しは中止させる。 

ウ 避難時の携行品は必要最小限に止めさせる。 

エ 避難は、努めて町会・自治会、事業所等の組織を単位とし、リーダーを中心に統

制ある行動を取るよう指導する。 

○ 避難誘導に当たっては、現場での個別広報のほか、ヘリコプターによる上空からの

広報活動を行う。 

○ 火災等の規模や態様等により、できる限り必要な部隊を配置する。 

○ 現場の警察官は、危険が切迫し、特に急を要すると認めるときは、警察官職務執行

法に基づく避難等の措置をとる。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 各関係機関への情報連絡 

避難の勧告又は指示により、地域住民が避難を行う場合は、災害の規模、道路、橋

りょうの状況、火災の拡大の経路及び消防部隊の運用等を勘案し、避難に必要な情

報を区等関係機関に通報する。 

○ 避難誘導 

区民の避難が開始された場合は、消防団員は資器材を活用して地域住民の避難の誘

導に当たる。 

○ 避難経路の安全確保 

避難の勧告・指示が出された時点以降の消火活動は、避難場所や避難道路の安全確

保に努める。 

○ 避難勧告又は指示がなされた場合は、災害状況及び消防力の余力に応じ、広報車の

活用等により避難勧告又は指示の伝達を行う。 
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２ 避難所の開設・管理運営 

災害により現に被害を受け、住居等を喪失するなど引き続き救助を要するものについては、

避難所を開設し、応急的な食料等の配付を行う。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 避難所の開設・管理運営 

○ 避難所の運営等対策 

○ 避難所が不足する場合、受入場所・施設を開設 

○ 食料・生活必需品等の供給 

○ 避難所におけるトイレ機能の確保 

○ 区民への情報提供 

○ 避難所における防火安全性の確保 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）（母子）の開設・運営支援 

○ 公衆浴場の確保 

○ 避難住民に対する健康相談 

災対教育部 ○ 災対地域本部への協力 

○ 学校災害対策本部との連携（災対地域本部との連携・協力） 

○ 避難所における防火安全の支援 

災対保健福祉部 ○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）（母子）の開設・管理運営 

災対物資管理部 ○ 食料・生活必需品等の供給 

災対医療衛生部 ○ 避難住民に対する健康相談の支援 

○ 飲料水等・食品の衛生的な取扱指導・安全の確保 

○ 公衆浴場の衛生管理 

○ 感染症予防・拡大防止対策 

災対財政・広報部 ○ 区民への情報提供 

災対清掃・環境部 ○ 避難所の衛生管理対策 

警視庁・警察署 ○ 避難状況の把握 

○ 避難所の秩序保持 

○ 被害情報の収集と広報活動 

○ 行方不明者の把握 

○ 相談所の開設等による相談等の受理 

避難所運営組織 ○ 避難所の開設・管理運営 

都本部 ○  必要な避難所確保のための区市町村支援 

都財務局 ○  野外受入施設の開設に向けたテントの調達 

都福祉保健局 ○  DISによる避難所及び福祉避難所（高齢者）（障害者）開設状況の把握・国への

報告 

○  避難所管理運営に関する支援 

○  福祉避難所等への福祉専門職派遣による運営支援 

○  野外受入施設設置に必要な資材に関する連絡調整 

○  保健医療調整本部としての位置づけの下、保健医療活動の総合調整を図る。 
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機関名 対策内容 

○  避難住民に対する食品の衛生的な取扱指導 

○  区市町村の衛生管理対策支援 

○  生活必需品等の配分について区市町村から要請があった場合、都総務局・日赤

東京都支部等に対して応援要請等の措置を講じる。 

都教育庁 ○  都立学校に避難所を開設する場合の避難所運営協力の支援 

○  学校危機管理マニュアル等に基づく、避難所の開設・管理運営への協力 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 指定避難所の開設等 

【実施主体】区災対地域本部、区災対教育部、避難所運営組織 

ア 指定避難所の開設 

○ 区と地域住民が協働して指定避難所の開設を行う。 

○ 指定避難所の開設に当たっては、その開設の判断を含めて、区本部と避難所運営組

織、学校災害対策本部が十分な調整を図りながら行うものとする。ただし、災害の発

生状況により十分な調整が取れない時は、避難所運営組織が指定避難所を開設するこ

とができる。 

○ 指定避難所の統括管理責任者は、指定避難所の属する地域の災対地域本部長（総合

支所長）とする。 

○ ボランティアや職能団体等、専門性を有した外部支援者等の協力を得られるよう努

めるとともに、必要に応じて、他の地方公共団体に対して協力を求める。 

○ 指定避難所の開設期間は災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期

間を延長する必要がある場合には、都知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む。）

を受ける。 

【区】 

避難所開設・管理運営 

【東京都】 

・避難所確保支援 

・食料・生活必需品等の供給支援 

・管理運営・衛生管理対策支援（福祉保健局） 

・開設状況把握（福祉保健局） 

・避難所運営協力（教育庁） 
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○ 避難所を開設したときは、開設日時、場所、避難者数及び開設予定期間等を速やか

に、都福祉保健局及び地元警察署、消防署等関係機関に報告する。都への報告は、原

則として都災害情報システム（DIS）への入力等により行う。なお、個別の連絡調整に

ついては、都防災行政無線で行う。 

○ 立入禁止区域、土足禁止区域、喫煙（分煙）区域を設定する。 

○ 避難住民の生活環境上、必要な物品を確保する。 

○ 在宅避難者等（在宅避難する要配慮者を含む。）に対しても、生活環境の整備に必要

な措置を講じるよう努める。 

○ 要配慮者の特性に応じて必要となる物品を確保する。 

○ 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を

検討するものとする。 

 

イ 指定避難所の管理運営 

○ 避難所の管理運営が混乱なく円滑に行われるよう、事前に管理運営の基準や方法を

定めておく。 

○ 指定避難所の運営に当たっては、学校災害対策本部の協力を得て、学校教育機能と

十分な調整を図りながら行う。 

○ 避難所の管理責任者は、避難所運営組織の中で、防火担当責任者を指定し、防火安

全対策を講じる。 

○ 区災害対策課、総合支所、学校、避難所運営組織は連携のうえ、学校施設の利用計

画及び指定避難所の管理運営等の策定手順を示すマニュアルとして、避難所ごとに避

難所運営マニュアルを作成する。 

○ 屋内施設への受入れは、乳幼児・高齢者・障害者・妊産婦等の要配慮者を優先する。 

○ 学校長は教職員の役割分担、初動態勢等、学校災害対策本部としての計画をあらか

じめ策定し、指定避難所の管理運営について、協力・支援を行う。 

○ 避難所に避難した被災者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行うため、テレビ・ラ

ジオ等の設置、臨時広報紙の発行、特設公衆電話、インターネット、FAX 等の整備を

行う。被災者の特性に応じた情報提供手段をとるものとする。 

○ 原則として犬、猫等の小動物（避難者に危害を及ぼさない小動物等）の同行避難の

受入れを行う。 

○ 区ボランティアマッチングセンター等を通じて、避難所で活動するボランティアを

派遣する。（第２部第２章第５節第２「５ ボランティアとの連携」参照） 

 

ウ 避難者の把握 

○ 区民の避難所への適正誘導及び収容並びに過密状況を把握する。 

○ 避難所ごとに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず食

事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努め、必要な措置について配

慮するとともに、都等へ報告を行う。 

  



第９章 避難者対策 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

404 

第
９
章 避

難
者
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

② 福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設等 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部 

ア 福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の開設に当たっては、当該施設管理者との調整を十

分に図りながら行うものとする。 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）を開設した場合は、管理責任者を置く。 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）を開設した場合は、開設の日時、場所、避難者の数

及び開設予定期間を、速やかに所定の様式により都知事（都福祉保健局）及び所轄の

警察署、消防署等関係機関に連絡する。 

 

イ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の管理運営 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の管理運営については、民間及び公的社会福祉施設

も含めて、社会福祉施設、その他の公共施設等の施設の設置目的、位置、構造、規模

等の概況、災害時における他目的の利用計画の有無、法人の協力体制等に応じて、施

設ごとに福祉避難所（高齢者）（障害者）機能を明確化して、各々の運営体制を整備す

る。 

○ 基本的な運営方式については、各々の施設設置者又は管理者との相互協力協定に定

めることとし、具体的な開設及び運営の具体的手順等については、課題別に協議し災

害時の運用マニュアルを作成する。 

また、福祉避難所（高齢者）（障害者）の運営は、要配慮者の特性に応じた支援が必

要であり、指定避難所等から福祉避難所（高齢者）（障害者）への移送手段についても

確保する。 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の運営に必要な物品・資器材及び食料・飲料水等に

ついては、多様な手段・方式を用いて、必要な物資等を調達する。 

（ア）専門業者等との優先供給協定（福祉用具等） 

（イ）民間協力団体等との相互協力協定（介護・看護等に要する資器材、食料等） 

（ウ）周辺の広域避難場所用倉庫の活用 

＊災害時における介護用品等の供給に関する協定〔資料編資料協定第 37・P422〕 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）への移送手段を確保するため、高齢者や障害者の移

送に携わっている事業者や団体等との連携など、移送の担い手の拡充を図る。 

○ 社会福祉士や介護福祉士等の資格を有する専門ボランティアや他自治体からの応援

職員について、円滑な受入れや効率的な配置等を行えるよう、体制整備を図る。 

○ 福祉避難所等において運営に支障を来たしている場合、東京都災害福祉広域調整セ

ンターへ福祉専門職員の派遣を要請する。派遣を受けた場合、福祉専門職員の福祉避

難所等への派遣調整を行う。 

 

ウ 福祉避難所（高齢者）（障害者）の受入判断 

○ 福祉避難所（高齢者）（障害者）での受入れが必要となる要配慮者の優先判断を行う

ため、所定の利用シートを作成する。利用シートの作成は、区の職員が行うほか、緊
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急の場合には福祉避難所（高齢者）（障害者）協定施設の職員も作成することを可能と

する。 

○ 区は、福祉避難所（高齢者）（障害者）での受入れを必要とする要配慮者を把握した

場合は、利用シートに基づき、受入れの優先判断を行う。なお、福祉避難所（高齢者）

（障害者）協定施設では、近隣の要配慮者から避難所の提供を求められる場合が想定

される。そのため、協定施設は利用シートを作成した上で、一定の要件を満たしてい

る場合には、福祉避難所（高齢者）（障害者）の管理責任者が緊急的な受入れを判断す

ることを可能とする。 

 

③ 福祉避難所（母子）の開設等 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部 

ア 福祉避難所（母子）の開設 

○ 福祉避難所（母子）の開設に当たっては、当該施設管理者との調整を十分に図りな

がら行うものとする。 

○ 福祉避難所（母子）の開設を決定した場合は、開設の日時、場所、避難者の数及び

開設予定期間等を、速やかに所定の様式により都知事（都福祉保健局）及び所轄の警

察署、消防署等関係機関等に連絡する。 

 

イ 福祉避難所（母子）の管理運営 

○ 福祉避難所（母子）の管理運営については、施設の設置目的、位置、構造、規模等

の概況、災害時における他目的の利用計画の有無、法人の協力体制等に応じて、施設

ごとに福祉避難所（母子）機能を明確化して、各々の運営体制を整備する。 

○ 具体的な開設及び運営の具体的手順等については、各々の施設設置者又は管理者と

課題別に協議し、福祉避難所（母子）運営マニュアル【施設版】を作成する。 

○ 福祉避難所（母子）の運営に必要な物品・資器材及び食料・飲料水等については、

多様な手段・方式を用いて、必要な物資等を調達する。 

 

ウ 福祉避難所（母子）の受入判断 

○ 指定避難所を巡回訪問する各支所の保健師等が、受け入れ要件に該当する避難者に

ついて、「確認シート」等を基に情報収集を行い、各地域本部から集まった情報をもと

に、災対保健福祉部で受入れの優先判断を行い、入所者を決定する。 

 

④ 多様性に配慮した女性の視点を踏まえた避難所運営体制の確立 

【実施主体】区災対地域本部、避難所運営組織 

○ 避難所の管理運営にあたっては、女性の参画の推進及び学校教育機能の確保に努め

るとともに、男女に配慮した着替え場所や授乳場所の確保、生理用品や女性用下着な

どの女性による配布、筆記具の準備をはじめ音声による伝達ややさしい日本語・ピク

トグラム等の活用など障害の状況に応じた柔軟な情報提供、高齢者や障害者に配慮し

た避難所における安全性の確保など、多様性への配慮に留意し、被災者の生活環境を
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良好に保つよう努める。 

○ 女性や子ども、要配慮者などの避難生活におけるニーズの把握や環境整備のための

手法を検討する。 

○ 被災により、女性が様々な不安や悩み、ストレスを抱えることや、女性に対する暴

力等が懸念されることから、男女共同参画センター“らぷらす”が平常時から行って

いる男女共同参画の視点からの相談等の業務を迅速に復旧し、被災女性に対する相談

窓口を設置し、情報提供することで、被災女性等の心身のケアに努める。 

○ 必要な人が必要な支給物品を、プライバシーを守って受け取れるように配慮する。 

 

⑤ 感染症防止対策を踏まえた避難所運営体制の確立 

○ 区は、新型コロナウイルス等感染症の発生およびまん延防止のため、発生した災害

（震災、水害など）、被災者の状況、避難所の収容人数等を考慮し、指定避難所以外の

予備避難所なども開設するなど、可能な限り多くの避難所の確保・開設を図る。 

○ 区は、避難所の衛生状態を常に良好に保つとともに、避難者に対して手洗い、咳エ

チケット等の基本的な感染防止対策を徹底し、避難所内の十分な換気に努める。 

○ 発熱や咳等の症状がある避難者がマスクを所持していない場合は、備蓄しているマ

スクを配付する。 

○一般の避難者と咳や発熱の症状がある者との避難区域を分けるとともに、トイレや手

洗い等までの動線についても重複しないよう設定する。 

○ 避難所内で感染者が発生した場合は、平常時と同様に、保健所に報告し、指示を受

け、搬送、隔離、消毒を実施する。 

 

⑥ 食料・生活必需品等の供給・貸与 

【実施主体】区災対地域本部、区災対物資管理部 

○ 被災者に対する食料・生活必需品等の供給・貸与は、区が開設する避難所等におい

て、災害救助法に定める基準に従って行う。 

○ 炊き出し等の体制が整うまでの間は、都及び区の備蓄又は調達する食料等を支給す

る。 

○ 被災者に対する炊き出しその他による食品給与の配布基準は、原則として、災害救

助法施行細則に定めるところによる。 

○ この基準により難い事情がある場合（期間の延長、特別基準の設定）は、避難所開

設期間延長の承認申請と同様に、別途、知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む。）

を得て定める。 
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⑦ 避難所における物資供給のスキーム 

【実施主体】区、都 

 

 

⑧ 飲料水等の安全確保 

【実施主体】区災対医療衛生部、都福祉保健局 

○ 区は、避難所での飲料水の安全を確保するため、必要に応じて飲用に供する水の消

毒を行う。 

○ 区は、衛生指導班を編成し、避難所における飲み水の安全確保や避難所の環境整備

に対応する。衛生指導班は、それ以後の消毒について、消毒の確認を行うとともに、

区民が自主的に消毒を行えるように消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を

区民に指導する。 

○ 衛生指導班は、以下の活動を行う。 

•  飲料水が塩素で消毒されているかの確認 

•  区民（避難所管理者等）への消毒薬・簡易残留塩素検出紙の配布 

•  区民（避難所管理者等）への消毒の実施方法及び残留塩素の確認方法の指導 

•  避難所の衛生状態を調査 

•  室内環境の保持や寝具類の衛生確保のための助言・指導 

•  トイレ・ごみ保管場所の適正管理、ハエや蚊の防除方法についての助言・指導 

  

備蓄の開放、 

調達（協定事業者等） 

 

 

 

 

 

区市町村による備蓄の開放、炊き出しの準備 

避難状況による判断 

配布基準等により食料等を給与 

災害救助法適用 

協定事業者等

関 

情報の収集 

都 

被害状況等から必要と

認めたとき備蓄を開放 

報
告 

備蓄及び現地調達

で対応可能と判断 要 
請 

備蓄が不足、現地調達

ができないと判断 

支
援 物資の受入、仕分け 

物資受入拠点の確認 

区市町村 都 

連携 

発 

災 

直 

後 
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⑨ 食品の安全確保 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 区は、衛生指導班を編成し、食品の安全を確保する。 

•  炊飯所、弁当・給食調理場等の衛生確保 

•  食品集積所の衛生確保 

•  避難所の食品衛生指導 

•  その他食品に起因する危害発生の防止 

•  食中毒発生時の対応 

○ 避難住民に対する食品の衛生的な取扱いの指導等を行う。 

•  避難所における食品取扱管理者の設置促進等、食品衛生管理体制の確立 

•  食品の衛生確保、日付管理等の徹底 

•  手洗いの励行 

•  調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底 

•  残飯、廃棄物等の適正処理の徹底 

•  情報提供 

•  殺菌、消毒剤の適切な使用 

•  乳幼児、高齢者などの食事の特性に応じた衛生指導 

 

⑩ トイレ機能の確保 

【実施主体】区災対清掃・環境部、区災対地域本部 

○ 被災後、断水した場合には、学校のプール、雨水貯留槽等で確保した水を使用し、

機能の回復を図る。 

○ 発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想され

ることから、区は、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレを活用

し、対応する。 

○ 発災後４日目からは、区は、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを含めて

確保し、対応する。 

○ 備蓄分が不足した場合には、区は都に対して要請し、都は広域応援等により必要数

を確保する。 

○ トイレは男女別だけではなく、多様性の視点に配慮し、だれでも使用できるトイレ

も設置等する。 

 

⑪ 衛生管理対策 

【実施主体】区災対医療衛生部、区災対清掃・環境部 

○ ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法など、避難住民への衛生管理上の留意事

項を周知する。 

○ 衛生管理等にアセスメントシート※を使用する。（※災害時に避難所等の衛生管理を

図るため、要配慮者人数や体調不良者の症状を記録するための票） 

○ インフルエンザ等の感染症予防（手洗い、うがい等）の励行を避難住民に周知する
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とともに、患者発生時の感染拡大防止対策を実施する。 

 

⑫ 健康相談等 

【実施主体】区災対地域本部、区災対医療衛生部、区災対保健福祉部 

○ 区は、保健師・管理栄養士その他必要な職種からなる医療衛生班を編成し、避難所

における健康相談、その他必要な保健活動を行う。 

○ 避難の長期化等必要に応じて、避難者や避難所に係わる運営スタッフ等の健康状態

及び医師や看護師等による巡回の必要性を把握し、必要な措置を講じるよう努める。

また、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみの処理状況など、避難所

の衛生状態等の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 

○ 要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、滞在スペースを作る。要配

慮者の特性や個々の状態、ニーズを把握し、必要に応じ福祉避難所（高齢者）（障害者）

への移送、福祉施設等への入所、介護職員等の派遣等を行うものとする。 

○ 世田谷区介護サービスネットワークと連携し、避難所への提供可能な訪問サービス

を把握し、訪問サービスの提供を要請する。 

○ 避難所や車中泊等で長期にわたる不自由な避難生活により、心身の健康に様々な影

響を及ぼす可能性があることから、健康障害の発生防止のための啓発を行う。 
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⑬ 公衆浴場等の確保・衛生管理 

【実施主体】区災対地域本部、区災対医療衛生部 

○ 区は、公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状況を把握する。 

○ 避難住民に対してその情報を提供するとともに、浴場等の確保に努め避難所の衛生

管理を支援する。 

 

※ 指定避難所、指定緊急避難場所の指定 

１ 指定緊急避難場所、指定避難所とは 

平成 25年６月災害対策基本法の改正において、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避

難場所と、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所が明確に区別された。

法で定められる指定緊急避難場所、指定避難所の定義は以下のとおりである。 

指定緊急避難場所 

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合にその危険から逃れ

るための避難場所。異常な現象※ごとに安全性等の一定の基準を満

たす施設又は場所。 

※  洪水・崖崩れ、土石流及び地滑り・高潮・地震・津波・大規模

な火事・内水氾濫・火山現象 

指定避難所 

災害の危険性があり避難した区民等を災害の危険性が無くなる

までに、必要な間滞在させ、また、家に戻れなくなった区民等を一

時的に滞在させるための施設。 

 

＊指定緊急避難場所一覧（災害対策基本法）〔資料編資料第 68・P159〕 

＊指定避難所一覧（災害対策基本法）〔資料編資料第 69・P160〕 
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３ 車中泊 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 災対地域本部 ○ 車中泊者発生抑制に向けた普及啓発 

○ 避難所環境の整備促進 

○ 車中泊者等の状況把握及び都福祉保健局への報告 

○ 避難所に来訪できない車中泊者への必要に応じた支援 

 （エコノミークラス症候群等防止のための普及啓発等） 

警視庁 ○ 大震災時の交通規制及び新たな自動車の乗り出し自粛依頼に係る

普及啓発 

都本部 ○ 車中泊者発生抑制に向けた普及啓発 

○ 車中泊者等に関する区市町村への情報提供 

○ 必要な避難所確保のための区市町村支援（再掲） 

都福祉保健局 ○ 車中泊者発生抑制に向けた普及啓発 

○ 車中泊者等の情報収集（区市町村） 

○ 避難所管理運営に関する支援（再掲） 

 

（２）詳細な取組み内容 

発災時には、以下のとおり対応することを原則とするが、地域性や避難所運営組織等の状況

を踏まえ、適切な対応を図る。 

 

【実施主体】区災対地域本部 

○ 都における震災時の車中泊に係る基本的な考え方（P489）に基づき、啓発事項（P490）

について、発災後にも積極的な呼びかけ等を行い、混乱を防止する。 

○ 在宅避難ができない被災者に対しては、避難所に避難するよう呼びかける。 

○  区は、車中泊など避難所に滞在することができないと判断した被災者等を含めた避難

者等に係る情報の早期把握に努める。 

○  健康面等についての相談・支援などは、区において現行で想定されている体制の中で、

必要に応じて都や地域等との連携の上、対応に努める。あわせて、エコノミークラス症

候群等防止のための普及啓発等に努める。   
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４ 動物救護 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対医療衛

生部 

○ 避難所等における動物の適正飼養の指導等 

○ 避難所等における動物の飼養状況の把握及び都・関係団体への情報提

供 

○ 地域及び関係団体、関係所管との連携強化及び普及啓発 

災対地域本部 ○ 同行避難動物の飼養場所等の確保 

都福祉保健局 ○ 被災動物の保護 

○ 関係団体等との連絡調整 

○ 関係団体等との協働による「動物救援本部」の設置 

○ 避難所等における動物の適正飼養の指導等 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支
援 

要
請 

情報提供・獣医療提供 

 

福祉保健局 
（動物愛護相談センター） 

動 物 

医療班 

動 物 

保護班 

被
災
地
域
（
被
災
動
物
等
） 

避
難
所
（
被
災
者
等
） 

要請 

避難所管理 
動物飼養状況の把

握 

世
田
谷
区 

被災動物等搬送 

 

（現地）動物救援本部 
 

（公社）東京都獣医師会、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、

（公社）日本愛玩動物協会、（一社）家庭動物愛護協会 他動物関係団体等 

動物保護施設＜被災動物の保護・収容・獣医療＞ 

 

救援本部協働設置 

施設提供、指導・連絡

調整、獣医療 

連絡調整 

情報提供 

環
境
省 

厚
生
労
働
省 

都
建
設
局 

都
産
業
労
働
局 

警
視
庁 

東
京
消
防
庁 

政
令
市 

道
府
県 

連絡・調整 

要請 

連絡・調整 

要請 

一
般
財
団
法
人 

ペ
ッ
ト
災
害
対
策
推
進
協
会 
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部 

災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じるとともに、ペットが飼い主とと

もに避難所に同行避難してくることが想定されている。区は動物愛護の観点及び放し飼い

状態の動物による区民への危害発生を防ぐため、動物救護体制の整備を図っていく。 

＊災害時の動物救護活動についての協定書〔資料編資料協定第 50・P450〕 

 

① 動物救護体制の整備 

○ 既に災害時協定を締結している東京都獣医師会のほかに、都や関係団体と様々な形で

の災害時における協力体制の強化を図る。 

○ 事前に登録された被災動物ボランティアが避難所での支援活動や、避難所情報の発信、

預かりの場の提供拡充を行う。 

○ 避難所における同行避難に対する支援を行う。 

② 動物救護活動の実施 

○ 区は、災害状況に応じ動物の医療救護の必要を認めた場合は、東京都獣医師会世田谷

支部に動物救護活動の実施を要請する。 

 動物救護活動の実施場所は、東京都獣医師会世田谷支部の保有する動物病院内等に設

置する。 

○ 区は、都が関係団体等と協力して負傷又は放し飼い状態の被災動物を保護することに

協力する。危険動物の逸走時において関係機関との情報連絡、被災者の救助体制を構築

し対応する。 

 

【実施主体】区災対地域本部 

③ 避難所での受入れ 

○ 都の方針を受けて、原則として、犬、猫等の小動物（避難者に危害を及ぼさない小動

物）の同行避難を行う。 

○ 飼育動物の同行避難を含めた対応については、地域及び関係団体、関係所管との連携

強化を図る。 

○ 開設した避難所に、動物の飼養場所を避難所施設に応じて確保する。避難所内に同行

避難動物の飼養場所を確保することが困難な場合は、近接した避難スペース等に飼養場

所を確保する。 
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５ ボランティアの受入れ 

（１）対策内容と役割分担 

避難所の運営におけるボランティアの受入れについて、必要な流れを示す。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対保健福

祉部 

○ 「避難所管理運営の指針」に基づいたマニュアル等の業務手順による

ボランティアの派遣要請及び受入れ 

○ 区ボランティアマッチングセンターにおいて、必要なボランティアを

派遣 

都生活文化局 ○ 東京ボランティア・市民活動センターと協働で、都災害ボランティアセンターを

設置・運営し、区市町村災害ボランティアセンターを支援 

○ 都防災（語学）ボランティアを派遣 

都福祉保健局 ○ 福祉関係団体等の協力によるボランティア派遣について、区市町村に対する広域

的支援 

 

（２）業務手順・取組み内容 

【実施主体】区災対保健福祉部 

○ 「避難所管理運営の指針」に基づいたマニュアル等の業務手順により、ボランティア

を受入れる。 

○ 区ボランティアマッチングセンターを通じて、避難所で活動するボランティアを派遣

する。 

○ ボランティア等と連携した要配慮者対策は、次のとおりである。 

ア 介護、看護など専門的な職種である他の自治体からの応援職員について、受入れ及

び従事の体制の整備を図る。 

イ 福祉保健所（高齢者）（障害者）（母子）等において、施設職員との調整を行った上

でボランティアと連携した介護、看護等の活動を行う。 

ウ 区は、日常保健福祉に従事しているボランティアの人たちが、災害時にも十分な力

を発揮できる体制をつくるため、ボランティア団体、社会福祉施設等と連携・調整す

る。 
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６ 被災者の他地区への移送 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ○ 人員・救急物資等の輸送 

（被災地側） 

•  移送について知事（都福祉保健局）に要請 

•  移送先における避難所管理者を決定し、移送先へ派遣 

•  避難所運営への積極的な協力 

（受入側） 

•  受入態勢を整備 

•  移送後の避難所運営 

都本部 ○ 都県境を越える避難についての調整 

都福祉保健局 ○ 被災者の移送先の決定 

○ 移送先の区市町村との調整 

○ 被災者の移送方法を決定、移送手段の確保 

○ 区市町村による要配慮者等の移送支援 

 

（２）業務手順 

〔 移 送 先 の 決 定 〕

 

※ なお、移送に伴う車両の調達については、第２部第 10 章第５節第２「６ 輸送車両の確保」

を参照 

 

福祉保健局 

区市町村 

①移送要請 

非（小）被災区市町村 

②被災者の受入れを照会・調整 

④避難所の開設を指示要請 

警視庁 

③移送経路等について 

警視庁と協議依頼 

協議も可能 

都本部 

道府県・九都県市 

②被災者の受入協議 

（都県境を越える避難の場合） 

調整 
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（３）詳細な取組み内容 

① 被災者の他地区への移送 

【実施主体】区災対統括部 

○ 区長は、区の避難所に被災者を受入れることが困難な時は、被災者の他地区（近隣

の非被災地区若しくは小被災地区又は隣接県）への移送について、知事（都福祉保健

局）に要請する。 

○ 被災者の他区市町村への移送を要請した区長は、所属職員の中から移送先における

避難所管理者を定め、移送先の区市町村に派遣するよう努める。 

○ 都知事から他区市町村の被災者の受入れを指示されたときは、直ちに避難所を開設

し受入態勢を整備し、避難所の運営に協力する。 

○ 移送された被災者の避難所の運営は、原則として受入側の区市町村が行い、移送元

の区市町村は運営に積極的に協力する。 

○ 移送に要する資材、輸送方法等については、あらかじめ整備しておく。 

○ 避難行動要支援者の広域避難については、他区市町村の福祉避難所（高齢者）（障害

者）（母子）への避難の要請等について、あらかじめ検討しておく。 

 

② 人員・救急物資等の輸送 

【実施主体】区災対物資管理部 

災害時における被災者の避難、傷病者の収容並びに隔離、災害応急救助従事職員の派

遣、応急対策用資材、生活必需品等物資の輸送などについて、関係機関と密接な連絡を

図り、迅速かつ的確な輸送体制を確保する。 

ア 輸送方法 

輸送方法は、災害の状況、輸送物資等の種類・数量・交通路の状況等により次の方

法のうち最も適切な方法により行う。 

（ア）車両による輸送 

（イ）船舶による輸送 

（ウ）航空機による輸送 

（エ）人力による輸送 

イ 人員の輸送 

（ア）り災者の輸送 

これらの輸送については、災害の状況等を十分考慮し、関係機関と密接な連絡をと

りながら実施する。 
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第１０章 

物流・備蓄・輸送対策の推進 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 物流・備蓄・輸送対策における基本的考え方 

災害により平常時の市場流通機能が被害を受けた場合でも、避難者の生命を守るため、

食料・水・毛布等の生活必需品を確保するとともに、その物資を迅速かつ的確に避難者へ

供給する必要がある。 

本章では、物資の備蓄及び調達、区防災倉庫・地域内輸送拠点、車両等輸送手段の確保

及び円滑な搬送の実施体制等についての対策を示す。 

 

 

 

  



 

418 

第
１
０
章 

物
流
・
備
蓄
・
輸
送
対
策
の
推
進 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
１
０
章 

物
流
・
備
蓄
・
輸
送
対
策
の
推
進 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

 

  

第１０章 物流・備蓄・輸送対策の推進

○ ３日以上の物資途絶のおそれ

○ 避難者の多様なニーズに対応する必要

○ 応急給水による飲料水等の確保、給水拠点が遠い地
域等への対応

○ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点における災害時の効
率的な運営体制の検討

○ 輸送ルート、輸送手段、荷受け・荷さばき、物資の
在庫管理等の検討

○ 発災後３日分は、原則として区内で食料・生活必需
品等を確保

○ 都や協定先事業者等との連携強化による物資調達体
制の拡充

○ 受水槽・消火栓等の活用による多面的な飲料水の確
保、自助・共助による応急給水実施の支援

○ 備蓄量の増加と調達先の拡大

○ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点における効率的な運
営体制の構築

○ 関係者間の情報共有や連絡調整の迅速化及び円滑な
物資輸送を可能とする体制の検討

○３日分の物資の確保と強固な調達体制の構築 ○支援物資の荷さばき機能の強化 ○物流事業者等と連携した円滑な物資輸送体制の構築

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

給水拠点の整備、多様な応急給水への取組

分散備蓄等により３日分の物資の確保

区民等による物資の備蓄について意識向上

協定先、協力行政機関との連絡体制の整備

区防災倉庫の設置及び備蓄物資管理

応急給水の実施

備蓄物資を被災者へ給（貸）与

物資調達計画の策定、調達要請

必要な車両等の調達・調整、ヘリコプターの要請

○ 飲料水・食料・生活必需品等の確保

○ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備

○ 飲料水・食料・生活必需品等の支給

○ 輸送手段の確保

必要な物品の備蓄

○ 輸送体制の整備等

区の集積地・広域用防災倉庫等から避難所等へ物資を輸送

○ 物資の輸送

災害時協力協定先や都への物資を輸送調整

○ 都と区を合わせて、おおむね３日分の食料を確保（４日目から
は、調達物資（炊き出し等）での対応を想定）

○ 被災乳幼児（２歳未満）用の調整粉乳等はおおむね
７日分以上確保

○ 区防災倉庫111か所（避難所運営用防災倉庫95か所、広域用防災
倉庫16か所）を整備（令和２年４月現在）

○ 地域内輸送拠点に、第１順位として羽田クロノゲー
ト（ヤマト運輸（株））、第２順位としてヤマト運
輸（株）成城支店、国士舘大学、世田谷区立大蔵第
二運動場を指定

○ 車両・燃料等の確保に関する協定・契約締結等

第１節 現在の到達状況

都と連携した空路輸送体制の整備

物流事業者等と連携した陸上輸送体制の整備

燃料供給等の要請

飲料水の消毒、生活用水の確保

変化していく被災者ニーズへの対応

炊き出しによる被災者への給与

○ 飲料水・食料・生活必需品等の安定供給

災害応急対策等に使用する車両の事前届出

災害応急対策に必要な燃料の確保体制の確立

協定締結先等からの支援物資の調達
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○ ３日以上の物資途絶のおそれ

○ 避難者の多様なニーズに対応する必要

○ 応急給水による飲料水等の確保、給水拠点が遠い地
域等への対応

○ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点における災害時の効
率的な運営体制の検討

○ 輸送ルート、輸送手段、荷受け・荷さばき、物資の
在庫管理等の検討

○ 発災後３日分は、原則として区内で食料・生活必需
品等を確保

○ 都や協定先事業者等との連携強化による物資調達体
制の拡充

○ 受水槽・消火栓等の活用による多面的な飲料水の確
保、自助・共助による応急給水実施の支援

○ 備蓄量の増加と調達先の拡大

○ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点における効率的な運
営体制の構築

○ 関係者間の情報共有や連絡調整の迅速化及び円滑な
物資輸送を可能とする体制の検討

○３日分の物資の確保と強固な調達体制の構築 ○支援物資の荷さばき機能の強化 ○物流事業者等と連携した円滑な物資輸送体制の構築

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

給水拠点の整備、多様な応急給水への取組

分散備蓄等により３日分の物資の確保

区民等による物資の備蓄について意識向上

協定先、協力行政機関との連絡体制の整備

区防災倉庫の設置及び備蓄物資管理

応急給水の実施

備蓄物資を被災者へ給（貸）与

物資調達計画の策定、調達要請

必要な車両等の調達・調整、ヘリコプターの要請

○ 飲料水・食料・生活必需品等の確保

○ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備

○ 飲料水・食料・生活必需品等の支給

○ 輸送手段の確保

必要な物品の備蓄

○ 輸送体制の整備等

区の集積地・広域用防災倉庫等から避難所等へ物資を輸送

○ 物資の輸送

災害時協力協定先や都への物資を輸送調整

○ 都と区を合わせて、おおむね３日分の食料を確保（４日目から
は、調達物資（炊き出し等）での対応を想定）

○ 被災乳幼児（２歳未満）用の調整粉乳等はおおむね
７日分以上確保

○ 区防災倉庫111か所（避難所運営用防災倉庫95か所、広域用防災
倉庫16か所）を整備（令和２年４月現在）

○ 地域内輸送拠点に、第１順位として羽田クロノゲー
ト（ヤマト運輸（株））、第２順位としてヤマト運
輸（株）成城支店、国士舘大学、世田谷区立大蔵第
二運動場を指定

○ 車両・燃料等の確保に関する協定・契約締結等

第１節 現在の到達状況

都と連携した空路輸送体制の整備

物流事業者等と連携した陸上輸送体制の整備

燃料供給等の要請

飲料水の消毒、生活用水の確保

変化していく被災者ニーズへの対応

炊き出しによる被災者への給与

○ 飲料水・食料・生活必需品等の安定供給

災害応急対策等に使用する車両の事前届出

災害応急対策に必要な燃料の確保体制の確立

協定締結先等からの支援物資の調達
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第１０章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 食料・水・生活必需品等の確保 

区と都は、避難者用に、ビスケット、アルファ化米などの食料、調製粉乳のほか、毛布、肌

着、敷物、紙おむつ、生理用品などの生活必需品を備蓄するとともに、食料や生活必需品等物

資の調達について、あらかじめ物販事業者や業界団体等に協力を依頼している。 

また、都は、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所からおおむね半径２kmの距離内に

１箇所の災害時給水ステーション（給水拠点）を整備している。区は震災時の飲料水等を確保

するため、区立小中学校等に応急給水資器材等を設置している。 

○ 都と区を合わせて、おおむね３日分の食料を確保（４日目からは、国・他道府県等や物

販事業者（小売事業者等）からの調達物資（炊き出し等）での対応を想定） 

○ 被災乳幼児（２歳未満）用の調整粉乳等を都と区を合わせて、おおむね７日分以上確保 

○ 家庭内備蓄の普及啓発 

＊食料の備蓄状況〔資料編資料第 70・P164〕 

＊食料の主な調達先〔資料編資料第 71・P165〕 

＊生活必需品の主な調達先〔資料編資料第 72・P165〕 

＊基本備蓄物品〔資料編資料第 73・P166〕 

＊避難所用防災倉庫備蓄一覧（標準版）〔資料編資料第 74・P168〕 

＊応急給水資器材配置場所一覧〔資料編資料第 25・P46〕 

 

２ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点の整備 

区は、避難者用の備蓄物資を保管するための区防災倉庫を整備している。 

都は、物資の積替・配送等を行う広域輸送基地を整備し、区は、地域における物資の受入れ、

配分等の拠点として地域内輸送拠点を指定している。 

また、区は、防災倉庫や地域内輸送拠点等から避難所への物資輸送を協定締結団体や物流事

業者の協力を得て行う。 

義援物資については、都と区が被害の状況等を把握し、その募集を行うか否かを検討し決定

することとなっている。 

○ 区防災倉庫 111 箇所（避難所運営用防災倉庫 95 箇所、広域用防災倉庫 16 箇所）を整備

（令和２年４月現在） 

○ 地域内輸送拠点は、第１順位として羽田クロノゲート（ヤマト運輸（株））、第２順位と

してヤマト運輸（株）成城支店、国士舘大学、世田谷区立大蔵第二運動場を指定する。ま

ず、第１順位の羽田クロノゲートで物資の集積や配送を始め、羽田クロノゲートの被災状

況や物資の集積状況や態勢等に応じて、ヤマト運輸（株）成城支店や国士舘大学、大蔵第

二運動場を順次開設していく。 
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３ 輸送体制の整備 

区内運送業者等との協定・契約締結等により、車両等の確保に努めている。 

燃料の供給に関する協定を締結し、燃料等の確保に努めている。物資輸送のオペレーション

は、区災対物資管理部が行うこととなっている。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

避難者数 最大 242,390人（冬の夕方 18時） 

 
避難所へ避難する人 最大 157,553人（冬の夕方 18時） 

避難所以外のところへ避難する人 最大  84,836人（冬の夕方 18時） 

 

１ 食料・水・生活必需品の確保に向けた課題 

被害の程度によっては、物資の途絶が３日以上に及び、備蓄している食料や生活必需品が足

りなくなるおそれがある。 

また、高齢者など要配慮者及び女性の視点にも配慮した食料・生活必需品の備蓄や多様なニ

ーズに対応できる調達体制を整備する必要がある。 

飲料水については、地震により水道施設が被害を受けた場合、一刻も早く通常の給水を再開

するために被害箇所を復旧するとともに、復旧するまでの間、応急給水により必要な飲料水等

を確保する必要がある。また、災害時給水ステーション（給水拠点）が遠い地域等への対応も

図る必要がある。 

 

２ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点の整備 

物資の保管場所の不足、区防災倉庫及び地域内輸送拠点での物流事業者との連携不足等によ

り、発災時の荷さばきの仕組みが機能不全になるおそれがあり、区防災倉庫及び地域内輸送拠

点における災害時の効率的な運営体制について検証する必要がある。 

また、発災時に迅速かつ的確に物資を輸送するため、区防災倉庫及び地域内輸送拠点の地理

的配置についても検証する必要がある。 

 

３ 輸送体制の整備 

発災時における物資輸送を的確に行うことができるよう、輸送ルートの検討、輸送手段、荷

受け・荷さばき、物資の在庫管理など、物流事業者等と協力し、効率的かつ効果的な物資輸送

体制を整備する必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 食料・水・生活必需品等の確保 

○ 食料・生活必需品等の確保 

都と区で連携し、発災後３日分の食料・生活必需品等の確保に努める。また、備蓄にあた

っては、多様性に配慮した女性の視点にも留意し、食料・生活必需品の確保に努める。 

都の備蓄物資は、区の要請に基づき放出することが原則だが、要請を待ついとまがない時

は、都は、区からの要請を待たずに必要な物資又は資材の供給（プッシュ型支援）を行うこ

ととなっている。 

また、区は、都や協定先事業者等との連携強化等により、様々なニーズに対応できるよう

調達体制の拡充に努める。 

○ 水の確保 

災害時給水ステーション（給水拠点）が遠い地域等については、区が確保している受水槽、

消火栓及び避難所応急給水栓等の施設を活用するなど、多面的な飲料水の確保に向けて必要

な取組みを行う。 

なお、飲料水確保策については、都水道局及び区の役割分担を基本としつつ、自助・共助

による応急給水の実施を支援する。 

生活用水についても同様に復旧状況も踏まえ、必要量の確保に努める。 

 

２ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点の整備 

物流事業者と連携した区防災倉庫及び地域内輸送拠点における効率的な運営体制を構築する

とともに、事業者と連携し、集積した支援物資を保管する場所を確保する。 

また、区防災倉庫の整理統合や新しい倉庫の確保について検討を行う。 

 

３ 輸送体制の整備 

発災時における関係者間の情報共有や連絡調整の迅速化等のため、発災時における円滑な物

資輸送を可能とする体制を検討する。 
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第４節 到達目標 

１ ３日分の物資の確保と強固な調達体制の構築 

必要となる食料・水・生活必需品等については、発災後３日間は都と連携して、備蓄・調達

で対応するものとする。また、避難者の多様なニーズに応え、物資の供給を円滑に実施するた

め、事業者等との連携等により、調達体制を構築するとともに、備蓄にあたっては、多様性に

配慮した女性の視点にも留意した食料・生活必需品の備蓄を推進する。 

 

２ 支援物資の荷さばき機能の強化 

地域内輸送拠点での物資の受入れ・仕分け・積替え等の荷さばき作業を、事業者等との連携

により、円滑に進める体制を構築する。 

 

３ 物流事業者等と連携した円滑な物資輸送体制の構築 

区本部における物資輸送のオペレーション体制を再検討し、発災時において、物資輸送に関

する情報収集、判断、連絡調整等を迅速かつ的確に行う体制の構築を図る。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 食料及び生活必需品等の確保 ４ 輸送体制の整備 

２ 飲料水及び生活用水の確保 ５ 輸送車両等の確保 

３ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点の整備 ６ 燃料の確保 

 

１ 食料及び生活必需品等の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 被災者の生活の維持のため、あらかじめ必要な食料、飲料水、生活必

需品等を備蓄 

○ 区民等による物資の備蓄について意識向上を図る（全区） 

災対地域本部 ○ 区民等による物資の備蓄について意識向上を図る（地域） 

災対物資管理部 ○ 災害時協力協定先、災害時協力行政機関との連絡体制の整備 

都本部 ○ 都民、事業者による物資の備蓄について意識向上を図る。 

○ 要請があった場合に備えて、あらかじめ食料・生活必需品の調達体制を構築 

都都市整備局 ○ 都民、事業者による物資の備蓄を促進するため、都市開発の機を捉え、防災備蓄

倉庫の整備を促進 

都福祉保健局 ○ 広域的な見地から区市町村備蓄物資の補完を行うため、備蓄を推進 

都生活文化局 

都産業労働局 

都中央卸売市場 

○ 要請があった場合に備えて、あらかじめ食料・生活必需品の調達体制を構築 

 

①詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、区災対物資管理部 

○ 区は、都と連携して、分散備蓄等により発災後３日分の物資の確保に努める。 

○ 被災者に対する食料･生活必需品等の確保については、「震災対策における都･区間の役

割分担」により、次のとおりとなっている。 

•  食料については、区が当初の１日分を確保（調製粉乳は３日分）し、都は広域的な

見地から区の補完又は帰宅困難者に対応する量の食料を備蓄・調達し、対処する。 

•  毛布等の生活必需品等については、都が主体となって必要最小限を備蓄・調達によ

り確保する。 

○ 必要備蓄量の算出に当たっては、都の被害想定における区の最大避難者数等を基準と

する。平成 24年に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定」による避難所生

活者数約 16万人を想定し、一人１日３食分の食料を確保する。 

○ 炊き出し等の体制が整うまでの間は、備蓄による食料を被災者に供給する。 

○ 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえるとともに、

要配慮者や女性・子どもなど、様々な避難者のニーズに対応した物資の確保に留意する。 

○ 被災乳幼児（０歳児）のための調製粉乳の備蓄について、区は災害発生後の最初の３
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日分を備蓄する。 

＊震災対策における都・区間の役割分担〔資料編資料第 142・P333〕 

＊基本備蓄物品〔資料編資料第 73・P166〕 

＊避難所用防災倉庫備蓄一覧（標準版）〔資料編資料第 74・P168〕 

＊広域用防災倉庫備蓄物品一覧〔資料編資料第 75・P170〕 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 区の避難所やその近隣に、物資を分散して備蓄することにより、発災時において避難

者に迅速に物資を提供できるよう、区と連携して、分散備蓄等により発災後３日分の備

蓄の継続に努める。 

○ 被災乳幼児（０歳児）用として必要な調製粉乳は、都及び区で確保する。災害発生後

の最初の３日分は区で対応し、都は広域的見地から区を補完するため、以後の４日分を

確保する。 

 

 

２ 飲料水及び生活用水の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 受水槽及び応急給水資器材等による避難所における水の確保 

○ 区民等への水備蓄の啓発（全区） 

災対地域本部 ○ 震災対策用井戸等の推進 

○ 区民等への水備蓄の啓発（地域） 

災対物資管理部 ○ 都や関係団体と連携した水の確保体制の構築 

都水道局 ○ 災害時給水ステーション（給水拠点）となる応急給水槽及び浄水場

（所）・給水所において、応急給水に必要な資器材等を管理 

○ 災害時給水ステーション（給水拠点）である浄水場（所）・給水所にお

いて、災害発生時に参集の上活動する要員をあらかじめ指定 

○ 区や防災区民区民組織等が、水道局職員の参集を待たずに応急給水活

動ができる施設を整備 

○ 区が避難所等において、消火栓等からの応急給水ができるよう、スタ

ンドパイプ等の応急給水用資機材器材を貸与 

○ 区が避難所等の敷地内において、応急給水ができるよう、給水管の耐

震化と併せて応急給水栓を整備 

都総務局 ○ 震災時の飲料水等を確保するため、災害時給水ステーション（給水拠点）を設置 

○ 災害時給水ステーション（給水拠点）となる応急給水槽及び浄水場（所）・給水所

において、応急給水に必要な施設や資器材等を整備 

都都市整備局 ○ 都民、事業者による飲料水の備蓄を促進するため、都市開発の機を捉え、防災備

蓄倉庫の整備を促進 

○ 防災都市づくり施策として整備してきた地域における防災上の拠点について、局

が所管している災害時給水ステーション（給水拠点）となる貯水槽などの既存の施

設の維持管理・更新を適切に実施 
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（２）詳細な取組み内容 

① 飲料水の確保 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、区災対物資管理部 

被災時には、生命維持に必要な飲料水が不足することが想定されるため、（災害時にお

ける）水の確保は極めて重要である。 

現在、災害時給水ステーション（給水拠点）の給水所、応急給水槽、建築物の受水槽等

の活用を主としている。また、断水していない配水管の消火栓等から応急給水資器材等

を用いて給水する。 

ただし、全ての避難所で受水槽の有効水量※を満たしているわけではないため、水が

必要な場所への供給体制や手法を検討する必要がある。 

※３日間に必要な量（１日１人当たり３リットル×３日分×避難所の収容可能人数） 

なお、区は、飲料水が不足した場合に備え、「災害時における飲料の提供協力に関す

る協定書」を締結している。 

＊区有井戸一覧〔資料編資料第 77・P177〕 

＊災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協力協定 

〔資料編資料協定第 30・P411〕 

 

② 生活用水の確保 

【実施主体】区災対地域本部、区災対統括部、区災対物資管理部 

○ 有効に使用されている民間所有の井戸を、震災時に近隣間での生活用水として活用

するため、震災対策用井戸として指定している。 

○ 世田谷区公衆浴場商業協同組合世田谷支部と協定締結し、公衆浴場所有の井戸を震

災時に有効に活用することとした。 

＊震災対策用井戸数と選定基準〔資料編資料第 78・P177〕 

＊世田谷区震災対策用井戸の指定に関する要綱〔資料編資料第 79・P178〕 

＊世田谷区震災対策用井戸のポンプの設置及び修理に要する経費補助金交付要綱 

〔資料編資料第 80・P180〕 

＊災害時における井戸、貯水槽又は浴場の使用に関する協力協定 

〔資料編資料協定第 30・P411〕 

 

③ 災害時給水ステーション（給水拠点）の整備 

【実施主体】都水道局 

○ 応急給水槽については、電気設備や自家用発電設備などの老朽化に対応して計画的

な更新を図る。 

○ 飲料水の災害時給水ステーション（給水拠点）となる浄水場（所）、給水所等におい

て、仮設給水栓など応急給水用資器材の計画的な更新を図り、資器材の整備を推進す

るとともに、これら資器材を収納する倉庫を整備する。また、近くにこれらの施設の

ない地域には、概ね２kmの範囲内に災害時給水ステーション（給水拠点）の確保を目
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的に応急給水槽（1,500m3又は 100m3）を建設する。 

○ 平成 11 年度には、中町二丁目公園（中町２‐34）に応急給水槽（100m3）を建設し

たことにより、区内のほぼ全域が災害時給水ステーション（給水拠点）から２kmの範

囲内となった。 

＊災害時給水ステーション（給水拠点）一覧〔資料編資料第 78・P176〕 

○ 災害時に迅速かつ的確な給水活動の実施を確保するため、設置場所、地勢及び施設

水準などを考慮し、応急給水用給水設備の改良を行う。 

＊浄水場（所）・給水所等及び応急給水槽の施設数、確保水量一覧 

〔資料編資料第 81・P182〕 

＊給水施設の維持管理及び運用に関する協定書〔資料編資料協定第 29・P409〕 

 

【実施主体】事業所、区民 

事業所及び家庭においては、水道の復旧には時間を要するので、平素から水の汲み置

き等により生活用水の確保に努める。 

 

 

３ 区防災倉庫及び地域内輸送拠点の整備 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 区防災倉庫の設置及び備蓄物資管理 

災対地域本部 ○ 区防災倉庫の設置及び備蓄物資管理 

災対物資管理部 ○ 備蓄物資の輸送及び配分の方法の策定 

○ 地域内輸送拠点の指定 

○ 関係団体等と連携し、輸送体制の運営体制を構築 

都総務局 ○ 国や他道府県等からの支援物資を円滑に受入れるため、あらかじめ受援体制を整

える。 

都福祉保健局 ○ 迅速かつ的確に物資を輸送するため、都備蓄倉庫を配置 

○ 都の備蓄物資を管理 

○ 都備蓄倉庫及びトラックターミナルの効率的な運営体制を構築 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対統括部、区災対地域本部、区災対物資管理部 

区防災倉庫の確保及び平時における管理運営を行う。また、災害時に迅速な備蓄物資の

配布をするための体制を構築する。 

 

① 区による防災倉庫の整備 

ア 避難所運営用防災倉庫の整備 

避難所として指定されている区立小・中学校等では、自宅での居住が困難な被災者に

対して、一時的に生活する場所として必要な食料品、生活必需品等を備蓄している。 

＊避難所運営用防災倉庫備蓄一覧（標準版）〔資料編資料第 74・P168〕 
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イ 広域用防災倉庫 

広域用防災倉庫は、避難所運営用防災倉庫の補完的機能を持たせるとともに、その他

必要な物品を備蓄する。 

＊広域用防災倉庫一覧〔資料編資料第 83・P184〕 

ウ 都有防災倉庫 

都有防災倉庫は、都調達の食料品及び日用品を収納している。 

 

 

② 備蓄物品 

ア 避難所用備蓄物品 

○ 避難所用備蓄物品については、統一された物品が備蓄されている。防災倉庫の資機

材が被災時に活用できるよう、訓練等で使い方の習熟を図る。 

＊避難所運営用防災倉庫備蓄一覧（標準版）〔資料編資料第 74・P168〕 

イ その他の備蓄物品 

○ 広域用防災倉庫は、避難所運営用防災倉庫を補完する倉庫として、おおむね避難所

用防災倉庫と同様の物品を備蓄している。その他、必要な物品を備蓄している。 

 

③ 分散備蓄 

○ 災害時の輸送路の損壊や車両確保等の不確実を考慮し、分散備蓄の確保を進めるよう

努める。 

 

④ 輸送手段 

○ 区が避難所等へ食料及び生活必需品等を搬送するための仕分け・一時的保管機能を持

つ場所として、あらかじめ地域内輸送拠点を指定し、都福祉保健局に報告する。 

【実施主体】都福祉保健局 

区が指定した地域内輸送拠点を把握する。 

 

４ 輸送体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管

理部 

○ 物流事業者等と連携した陸上輸送体制の整備 

○ 地域内輸送拠点の指定・運用の確立 

○ 都と連携した空路輸送体制の整備 

災対地域本部 ○ 集積地及び配送拠点の指定・運用の確立 

災対土木部 ○ 緊急道路障害物除去路線の指定 

各防災機関 ○ 緊急輸送ネットワークの拠点を指定 

都各局 ○ 各防災機関が指定した拠点について、緊急輸送ネットワークを整備 

○ 都災害情報システム（DIS）を活用した情報連絡体制の整備 

○ 物資輸送に関する訓練の実施 
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（２）詳細な取組み内容 

① 陸上輸送体制の整備 

 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対地域本部、区災対土木部 

他県等と都内の要所を有機的に結ぶ主要道路と、緊急物資等の受け入れ・積み替え・配

分等を行う輸送拠点等を結んだ、緊急輸送路ネットワークを確立し、輸送拠点から避難所

等への支援物資の輸送体制を構築する。 

＊一般国道 246号二子玉川ランプの使用に関する覚書〔資料編資料協定第 18・P387〕 

 

ア 輸送拠点の指定 

応急対策活動の種類 種別 施設名称 

輸送拠点 

広域輸送 陸上輸送基地 京浜トラックターミナル 

地域内輸送 地域内輸送拠点 

羽田クロノゲート（第１順位） 

ヤマト運輸（株）成城支店（第

２順位） 

国士舘大学（第２順位） 

大蔵第二運動場（第２順位）※ 

※ 第１順位の羽田クロノゲートで物資の集積や配送を基本とし、直接、避難所等に輸送

することとする。羽田クロノゲートの被災状況や物資の集積状況や態勢等に応じて、ヤ

マト運輸（株）成城支店や国士舘大学、大蔵第二運動場を順次開設していく。 
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イ 輸送体制イメージ 

 

 
※ 第２順位の地域内輸送拠点から避難所への物資の搬送は、避難所の状況により、各総合支所

の区民会館等を経由する場合や避難所に直接配送する場合がある。 

 

ウ 緊急物資その他の集積地及び配送拠点 

地域内輸送拠点のほかに、主に区内の食料等の調達物資の集積地及び配送拠点として、

各総合支所を単位に区民会館を指定する。 

〔災害時における食料及び生活必需品等の集積地〕 

集積地名 所在地 電話 

建物 

構造 
面積

（m2） 

世田谷区民会館 世田谷４-21-27 5432-2837 鉄筋コンクリート 5,446 

北沢区民会館（北沢タウン

ホール） 
北沢２-８-18 5478-8006 鉄筋コンクリート 1,829 

玉川区民会館 等々力３-４-１ 3702-1675 鉄筋コンクリート 1,734 

砧区民会館（成城ホール） 成城６-２-１ 3482-1313 鉄筋コンクリート 1,834 

烏山区民会館 烏山６-２-19 3326-3511 鉄筋コンクリート 5,310 
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エ 緊急輸送に供する道路 

緊急輸送に供する道路として、都は緊急輸送道路を、区は緊急道路障害物除去路線を指

定している。 

＊東京都緊急輸送道路ネットワーク計画（都建設局） 

＊世田谷区緊急道路障害物除去作業要務集（区災対土木部） 

 

オ 民間の物資集積協力施設 

地域内輸送拠点や各総合支所に設置する集積地の被災状況や物資の集積状況、態勢等に

応じて、各総合支所を単位に区内大学の体育館等を利用できるよう協力要請を行っており、

現在、下記大学と協力協定を締結し、集積地として確保している。 

〔災害時協力協定締結先大学（輸送拠点）〕 

地域 大学名 所在地 

世田谷 
昭和女子大学 太子堂１-７ 

駒澤大学 駒沢１-23-１ 

北沢 日本大学文理学部 桜上水３-25-40 

玉川 

日本体育大学 深沢７-１-１ 

産業能率大学 等々力６-39-15 

多摩美術大学 上野毛３-15-34 

砧 
日本大学商学部 砧５-２-１ 

成城大学 成城６-１-20 

烏山 日本女子体育大学※ 北烏山８-19-１ 

  ※日本女子体育大学は令和２年４月から令和５年３月までの期間は校舎改築工事のため使

用しない。 

 

カ 救援物資の取扱い 

需要に応じた物資の調達を行うため、救援物資は、原則として、区の要請に基づき自治

体や関係機関、事業者等から提供されるものを優先して取り扱うこととする。 

 

② 空路輸送体制の整備 

ア ヘリコプターの活用 

【実施主体】都、区 

災害時には、道路障害や交通混雑のため被災状況の把握、人員の移動及び陸上輸送

が困難となることも予測される。 

都及び区は、ヘリコプターによる援助物資や人員の緊急空輸を考慮して、予め災害

時臨時離着陸場候補地を選定し、関係機関との調整を図るものとする。 

＊災害時臨時離着陸場候補地一覧〔資料編資料第 30・P69〕 
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イ ヘリサインの設置 

【実施主体】都関係局、区 

震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や都

本部と連携し、迅速かつ効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行う。そのため、

ヘリサインは、応援航空部隊の道しるべとして、また、災害対策上重要な施設を上空

から即時に特定する上で、重要な役割を果たす。区では、区内小中学校 38箇所（平成

25年３月現在）にヘリサインを設置している。 

 

③ 緊急輸送ネットワークの整備 

【実施主体】各防災機関、都各局 

 震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、第一次（区市町村、他県との連絡）、第二次

（主要初動対応機関との連絡）、第三次（緊急物資輸送拠点との連絡）の緊急輸送ネット

ワークを整備する。 

ア 第一次緊急輸送ネットワーク 

応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、区市町村庁舎、輸送路管

理機関及び重要港湾、空港等を連絡する輸送路 

イ 第二次緊急輸送ネットワーク 

第一次緊急輸送路と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関等の主要初動対応機

関、ライフライン機関、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地等を連絡する輸送路 

ウ 第三次緊急輸送ネットワーク 

トラックターミナルや駅等の広域輸送拠点、備蓄倉庫と区市町村の地域内輸送拠点

等を連絡する輸送路 

 輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空・水上・地下にわたる輸送ネットワーク

を整備する。 

 緊急輸送ネットワークの実効性を担保するため、交通規制を実施する「緊急自動車

専用路」、「緊急交通路」及び道路障害物の除去や応急補修を優先的に行う「緊急道路

障害物除去路線」との整合を図る。 

 

５ 輸送車両等の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対物資管

理部 

○ 車両等の調達先及び調達予定数、調達体制、手順を整える。 

○ 災対各部の災害応急等に使用する車両の緊急車両事前届出を図る。 

警視庁・警察署 ○ 緊急通行車両等の確認 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対物資管理部 

○ 緊急車両の事前申請等、区保有車両の災害時利用に向けた管理を行う。 

○ 関係機関と円滑な輸送手段の調達ができるよう連絡体制を確立し、有効な輸送手段の
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確保についても検討する。 

＊災害時における輸送業務等の協力に関する協定〔資料編資料協定第 40・P429〕 

＊災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定 

〔資料編資料協定第 56・57・84・P462、464、523〕 

○ 緊急通行車両全般については、第２部「第４章 安全な交通ネットワーク及びライフ

ライン等の確保」による。 

 

 

６ 燃料の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管

理部 

○ 区民生活の確保、炊き出し活動、その他災害応急対策に必要な燃料の

確保体制を整備する。 

○ 協定締結団体との連携体制を整備する。 

都総務局 ○ 石油燃料の供給体制を整備 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対物資管理部 

○ 区は、都石油商業組合世田谷支部、世田谷石油燃料商業組合（世田谷燃料組合睦会、

玉川燃料睦会）、一般社団法人東京都 LPガス協会山ノ手支部と災害時協力協定を締結し、

避難所等における炊き出し活動等に必要な燃料の確保対策を進めている。 

＊災害時における燃料等の供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 32・P414〕 

＊災害時における灯油等燃料類供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 34・P416〕 

＊災害時におけるプロパンガスの供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 35・P418〕 

○ 協定の実効性を高めるため、関係機関の協力を得ながら実践的な訓練を実施するとと

もに、平時における燃料のストック状況、発災後の連絡体制、燃料の搬送体制、燃料供

給を受ける施設の受入体制など、実効性のある体制を構築する。 

○ 災害時に一般車両が給油所に殺到することを抑制するため、日頃から車両の燃料を満

タンにする「満タン運動」を展開し、自家用車等の燃料の日常備蓄を促進していく。 
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第２ 応急対策 

１ 備蓄物資の供給 ５ 義援物資の取扱い 

２ 飲料水の供給 ６ 輸送車両の確保 

３ 物資の調達要請 ７ ヘリコプター等の確保 

４ 国・他道府県等からの支援物資の受入れ・

配分 
８ 燃料の供給 

 

１ 備蓄物資の供給 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対地域本部 ○ 区備蓄物資を被災者へ給（貸）与 

災対物資管理部 ○ 区備蓄物資を被災者へ給（貸）与する体制整備 

都福祉保健局 ○ 都備蓄物資を区へ放出 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対物資管理部、区災対統括部 

① 食品の給与 

○ 震災時における被災者への食品等の給与を実施する。 

○ 被災者に対する食品の給与は、区が開設する避難所等において、災害救助法の定める

基準に従って行う。 

○ 被災者に食品等の給与を実施する場合、給食の順位、給食の範囲、献立、炊出方法等

について定めるとともに、炊き出しに必要な人員、調理器具、熱源等を確保する。 

○ 備蓄物資として都福祉保健局が区に事前に配置してあるものは、都福祉保健局長の承

認を得て、区が輸送し被災者に給与する。 

○ ただし、緊急を要する場合は、被災者への給与を優先して実施し、事後に報告する。 

○ 必要に応じて、災害情報システム（DIS）への入力等により、都福祉保健局に備蓄物資

の放出を要請し、地域内輸送拠点で受領する。 

○ 避難所等において、混乱が生じないよう避難所毎に作成した避難所運営マニュアルに

基づき配布する。 

ア 配布の対象者 

避難所に受入れた被災者及び在宅避難者を対象とする。住家に被害を受けて炊事の

できない者及び帰宅困難者についても配布するよう努める。 

イ 配布の限度額 

災害救助法施行規則による配布限度額とする。 

ウ 配布期間 

災害発生から７日間を原則とするが、被害の状況に応じて配布を必要とする期間対

応する。 

エ 配布基準等 
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区分 ０歳～１歳 一般（１歳～74歳） 75歳～ 

１日目 

第１食 

調整粉乳等 

ビスケット 
おかゆ 第２食 

第３食 アルファ米 

２～３日目 都の救援物資により配布 

４日目以降  

 

オ 被災者への配布 

（ア）被災者に対する食料等の配布は、原則として避難所において実施する。 

（イ）食料等の配布は各避難所で作成した避難所運営マニュアルに基づき、避難所運営

本部の指示により、日赤奉仕団、ボランティア、民間団体の協力を得て実施する。

特に、要配慮者等から優先して実施できるよう配分方法を定めておく。 

（ウ）食料等の配布に当たっては、アレルギーのある方に対する配慮に努める。 

 

② 生活必需品の給（貸）与 

○ 震災時における被災世帯に対する生活必需品等の給（貸）与を実施する。 

○ 被災者に生活必需品等を給（貸）与する場合、災害救助法の定める基準に従って、配

分方法等について定める。 

○ 区が被災し、区において給（貸）与の実施が困難な場合は、知事に応援を要請する。 

○ 備蓄物資（毛布、敷物等）として、都福祉保健局が区に事前に配置してあるものは、

都福祉保健局長の承認を得て区が輸送し被災者に給（貸）与する。ただし、緊急を要す

る場合は事後に報告する。 

○ 必要に応じて、災害情報システム（DIS）への入力等により、都福祉保健局に備蓄物資

の放出を要請し、地域内輸送拠点で受領する。 

○ 避難所への備蓄物品（毛布・ビスケットなど）の搬送に係る人員・車両の配備につい

ては、区有車を活用するとともに、協定締結団体と連携することを考慮し、計画する。 

○ 避難所等において、混乱のおきないよう避難所毎に作成した避難所運営マニュアルに

基づき配布する。 

ア 配布の対象者 

避難所に受入れた被災者及び在宅避難者を対象とする。住家に被害を受けて炊事の

できない者及び帰宅困難者についても配布するよう努める。 

イ 配布の限度額 

災害救助法施行規則による配布限度額とする。 

ウ 配布期間 

災害発生から７日間を原則とするが、被害の状況に応じて配布を必要とする期間対

応する。 

エ 配布する主な生活必需品 

（ア）毛布  （イ）タオル  （ウ）肌着  （エ）子供用紙おむつ 

（オ）大人用紙おむつ  （カ）生理用品  （キ）紙食器 
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（ク）ブルーシート 

オ 被災者への配布 

（ア）被災者に対する生活必需品等の配布は、原則として避難所において実施する。 

（イ）生活必需品等の配布は、各避難所で作成した避難所運営マニュアルに基づき、避

難所運営本部の指示により、日赤奉仕団、ボランティア、民間団体の協力を得て実

施する。特に要配慮者等から優先して実施できるよう配分方法を定めておく。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 災害救助法適用後、区長から要請があった場合は、都福祉保健局が備蓄している物資

を放出し、区の指定する地域内輸送拠点に輸送する。 

○ 主として避難所生活者を対象に食料及び生活必需品を放出する。 

○ 緊急を要し、区からの要請又は要求を待ついとまがないと認められるときは、要請又

は要求を待たずに、必要な物資の供給など必要な措置（プッシュ型支援）を講じる。 

○ 都備蓄倉庫には、あらかじめ協力を依頼している物流事業者、都福祉保健局職員等を

配置し、搬出作業を行う。 

○ 被災地以外の隣接区市の避難所に避難した被災者に対しても、当該区市長において救

援に協力するよう連絡する。 

○ 区長から調製粉乳の調達依頼があった場合は、都福祉保健局保有の備蓄調製粉乳を放

出する。 

 

２ 飲料水の供給 

（１）対策内容と役割分担 

災害時の飲料水の供給については、「震災対策等における都・区間の役割分担」に基づき、

災害時給水ステーション（給水拠点）の設置及び維持管理は都が行い、区民に対する供給は

区が行う。 

 

機関名 

対策内容 

災害時給水ステーション

（給水拠点） 
車両輸送 仮設給水栓 

◎区災対地域本部 

施設管理者等 

応急給水槽での資器材の

設置 

区民への給水活動 

車両輸送による応急

給水の受け入れ及び

住民、施設利用者へ

の給水活動 

区民への給水活動 

仮設給水栓の管理 

区災対物資管理部 給水所の開設決定 
東京都への車両輸送

による応急給水依頼 
 

都水道局 

災害時給水ステーション

（給水拠点）（浄水場

（所）・給水所等）にお

ける資器材の設置 

車両への注水 

水の輸送 

仮設給水栓の設置 

区民への給水活動（区へ

引き継ぐまで） 
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（２）業務手順 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対地域本部、都水道局 

① 震災時の応急給水の方法 

○ 応急給水の実施に係る計画を定め、給水態勢を確立する。 

○ 発災時、１人１日最低必要量（３リットル）の飲料水を確保するため、互いに協力し

て応急給水体制の確立を図る。 

○ 飲料水のほか、水洗トイレ等で使用する生活用水の確保に努める。 

○ 迅速かつ的確に給水状況など必要な状況を把握し、浄水場（所）・給水所等の災害時給

水ステーション（給水拠点）で応急給水を行う。 

○ 災害時給水ステーション（給水拠点）からの距離がおおむね２km以上離れている避難

場所や断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、応急給水を行う。給水車の要

請が多数の場合は、原則、「病院等」「水を供給できない給水拠点」「避難所」の対応順位

で、応急給水を行う。 

○ 避難所応急給水栓が設置されている場合は、区市町が応急給水用資器材を接続して応

急給水を行う。 

  

応急給水を実施 

発 災 

応急給水の実施に係る計画を定め、給水態勢を確立 

応急給水に必要な人員を災害時給水ステーション（給水拠点）に配置 

応急給水に必要な資器材等を設置 
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② 災害時給水ステーション（給水拠点）等での都と区の役割分担 

〔都水道局と区の給水体制〕 

区
災
対
物
資
管
理
部
、
区
災
対
地
域
本
部 

ア 給水地点は、災害の状況によりそれぞれ定める。 

イ 応急給水槽では、区が応急給水に必要な資器材等の設営及び被災者への応急給水

を行う。 

ウ 浄水場（所）・給水所において、区は、被災者への応急給水を行う。 

エ 建築物等に設置されている受水槽の水の積極的活用を図る。 

オ 生活用水として、震災対策用井戸の活用を図る。 

カ 応急給水槽（45箇所）用として災害用給水袋（３リットル、１箇所 5,000枚）及

びポリバケツを配備している。 

キ 発災時、区が通水状況を水道局に確認した後、区や区民が応急給水用資器材を設

置して応急給水を行う。 

○ 道路障害物除去が遅れ輸送が困難な場合、給水が可能となるまでの間は、区に

おいて受水槽の水を利用するなど、あらゆる方法によって飲料水の確保に努め

る。 

○ 応急給水槽等の災害時給水ステーション（給水拠点）や避難所等での給水活動、

避難所応急給水栓を活用した応急給水については、防災区民組織やボランティア

の協力を得て実施する。 

都
水
道
局 

ア 浄水場（所）・給水所において、都は、応急給水に必要な参集職員を指定してお

り、災害時には資器材等を設営、応急給水を行う。 

イ 消火栓等を活用した応急給水については、応急給水用資器材を水道局が区に貸与

する。 

ウ 車両輸送を必要とする医療施設等については、組立式給水タンク等の応急給水用

資器材を活用し、都水道局保有車両及び雇上車両などによって輸送する。 

後方医療機関となる医療施設及び重度心身障害児（者）施設等への給水について

は、所在地区の関係行政機関等から都本部を通じ、緊急要請があった場合、都は、

車両輸送により対応する。 

＊給水施設の維持管理及び運用に関する協定書〔資料編資料協定第 29・P409〕 

 

③ 飲料水の給水基準 

震災時における飲料水の給水基準は、１日１人当たり３リットルとする。 
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３ 物資の調達要請 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管

理部 

○ 必要な物資の調達計画を策定 

○ 状況により、物資の調達を都福祉保健局に要請 

○ 協定締結団体への要請をする 

都本部 ○ あらかじめ協力依頼している物販事業者（小売事業者等）に物資の調達を要請 

○ 国・他道府県等との連絡調整 

都生活文化局 ○ 都生活協同組合連合会から応急生活物資を調達 

都福祉保健局 ○ 状況により、関係局等に調達を依頼し、直ちに所要量を確保するとともに、都本

部を通じて国・他道府県等へ応援を要請 

都産業労働局 ○ 米穀、副食品及び調味料を調達 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対地域本部 

○ 食料 

•  被災者に対する炊き出しその他による食品の給与のため、調達（備蓄を含む。）計画

を策定する。 

•  調達計画は、食品の多様化や高齢者等に配慮した主食及び副食の調達数量、調達先

その他調達に必要な事項について定める。 

•  食料の調達は、区・都備蓄分の提供のほか、都及び相互応援協力協定を締結してい

る自治体や民間協力協定を締結している区内取扱い業者をはじめ、あらゆる方面から

必要数量を調達することとする。 

＊災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定書・実施細目 

〔資料編資料協定第 26・27・P403〕 

＊災害時における米穀供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 28・P407〕 

 

○ 生活必需品 

•  震災時において実施する被災者への生活必需品等給（貸）与のため、調達（備蓄を

含む。）計画を策定する。 

•  調達計画は、被災世帯を想定して生活必需品等の調達数量、調達先その他調達に必

要な事項について定める。 

•  生活必需品の調達は、区・都備蓄分の提供のほか、都及び相互応援協力協定を締結

している自治体や民間協力協定を締結している区内取扱業者をはじめ、あらゆる方面

から必要数量を調達することとする。 

＊災害時における応急物資の優先供給及び被災者支援に関する協定書 

〔資料編資協定料第 26・27・P403〕 

＊災害時における燃料等の供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 32・P414〕 

＊災害時における灯油等燃料類供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 34・P416〕 

＊災害時におけるプロパンガスの供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 35・P418〕 
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○ 都への要請 

•  災害救助法適用後、生活必需品等の給（貸）与の必要が生じたときは、状況により、

物資の調達を都福祉保健局に要請する。ただし、被災の状況により、現地調達が適当

と認められる場合については、現地調達する。 

 

 

４ 国・他道府県等からの支援物資の受入れ・配分 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 災害時における相互応援協定に基づく支援物資の要請 

災対物資管理

部 

○ 災害時における相互応援協定に基づく支援物資の確保 

災対区民支援

部 

○ 義援金等の調整 

都本部 ○ 国（現地対策本部）との連絡調整 

○ 他県等との連絡調整 

○ 広域輸送基地の開設 

○ 広域輸送基地での支援物資の受入れ・荷さばき等 

○ 広域輸送基地から地域内輸送拠点への輸送 

都福祉保健局 

都港湾局 

○ 広域輸送基地の開設 

○ 広域輸送基地での支援物資の受入れ・荷さばき等作業 

○ 広域輸送基地から地域内輸送拠点への輸送 

 

（２）詳細な取組み内容 

災害時における相互応援に関する協定を締結している東京 23区、城南５区（品川区、目黒

区、大田区、渋谷区、世田谷区）、調布市、狛江市、群馬県川場村、熊谷市、つくば市、十日

町市、高崎市、三鷹市、小山市、松本市に対して、協定に基づき、支援物資の提供を要請す

る。なお、物資受入拠点の確保、物資受入拠点までの支援物資の輸送、物資受入拠点の運営

等とこれらに係る経費負担については、協定内容に基づき対応する。 

 

 

５ 義援物資の取扱い 

平成 24年７月 31日に発表された、中央防災会議防災対策推進検討会議の最終報告では、「個

人が被災地に小口・混載の支援物資を送ることは、被災地において内容物の確認、仕分けなど

の作業が必要となり、被災地方公共団体の負担になることから、特定個人向けのものであって

配送も可能な場合は除き、抑制を図るべきである。」とされている。 

区及び都福祉保健局は、義援物資の取扱いについて、上記の報告内容や生活必需品等の需給

状況等を踏まえ、適宜その要否を検討・決定し、受付・問合せ先等を広報するなど迅速に対応

していく。また、個人からは救援物資ではなく義援金により援助するように呼びかける。 
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６ 輸送車両の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管理

部 

○ 必要な車両等の調達・調整 

○ 配車計画の作成 

○ 緊急通行車両等の事前届出 

○ 協定締結団体への要請のための連絡態勢・手順の調整 

○ 必要な車両が調達不能の場合は、都財務局へ調達あっせんを要請 

都水道局 

都下水道局 

警視庁・警察署 

東京消防庁・消防署 

都交通局 

○ 独自に調達計画を立てる。 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 車両の調達及び配車 

ア 調達 

【実施主体】区災対物資管理部 

（ア）乗用車及び貨物自動車は、庁有車を使用し、災害の状況に応じて配車計画を作成す

る。また、災害時には交通規制が行われるため、緊急通行車両等の事前届出を行って

おく。 

（イ）災害が発生又は発生するおそれがある時点で、車両が不足する場合は、区と災害時

協力協定を締結している民間協力団体等から調達する。 

（ウ）必要な車両が調達不能の場合は、都財務局に対して調達のあっせんを要請する。 

（エ）災害時の交通規制、その他災害の状況に応じて車両の使用ができないなどの場合は、

必要に応じてバイク、自転車等を活用する。 

（オ）搬送に必要な車両は、区所有の車両を充てるほか、都トラック協会世田谷支部等の

協力及び都財務局の車両のあっせんにより確保する。 

＊庁有車両一覧〔資料編資料第 84・P185〕 

＊災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定    

〔資料編資料協定第 56・57・84・P462、464、523〕 
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イ 民間協力団体からの自転車等の調達 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対土木部 

区において必要とする自転車等が不足した場合には、区災対物資管理部において台

数、引渡し場所等を取りまとめ、区と災害時協力協定を締結している民間協力団体か

ら調達し、集中管理する。団体との連絡調整は、区災対土木部が行う。   

674＊災害時における自転車等の供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 36・P420〕 

 

ウ 配車計画 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対地域本部 

（ア）配車に当たっては、区所有車両を優先的に活用し、り災者の連絡、資機材、食料等

の運送等の緊急用務に対して優先的に配車する。 

（イ）区災対物資管理部において、災害対策に必要な車両の調達及び配車についての総合

調整を行う。 

（ウ）配車手続 

Ａ 区災対地域本部においては、区災対地域本部に所属する庁有車より配車を行う。 

Ｂ 区災対各部（区災対地域本部）において車両を必要とする場合は、車種、トン数、

台数、引渡場所、日時を明示の上、区災対物資管理部に請求する。 

Ｃ 区災対物資管理部は、庁有車のほか、供給先から調達した車を請求部に引渡する。 

Ｄ 区災対物資管理部は、供給先から調達した車両について、交通規制「除外」手続

を速やかに行う。 

（エ）車両の待機 

Ａ 災害発生のおそれがあるとき、区災対物資管理部はその状況に応じ、調達できる

範囲内で車両を待機させることができる。 

Ｂ 区災対各部において待機車両を必要とするときは、区災対物資管理部に請求し、

当該部用として待機させることができる。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

消防機関が災害活動上必要と認める場合は、原則として災害現場又はその付近のも

のを活用するが、これにより難い場合は、調達計画に基づき調達するものとする。ま

た、さらに不足する場合は、区本部を通じて関係機関に要請するものとする。 

 

【実施主体】都財務局 

他道府県及び関係防災機関から車両の供与があったときは、集中受入を行う。 
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７ ヘリコプター等の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対統括部 ○ 都総合防災部へのヘリコプターの要請 

○ 協定締結団体へのヘリコプターの要請 

災対物資管理部 ○ 協定締結団体へのヘリコプターの要請 

都総合防災部 ○ 区からのヘリコプター等の要請の調整・調達・配分 

 

（２）業務手順 

 

  

都本部 

（必要数の把握） 

 

都総合防災部 

港湾局 

（ヘリコプター等の配分） 

 

調達 
要請 

要請 

調達・配分を 
指示 

調布空港協議会 

東京へリポート協議会 

使用可能な 
台数を報告 

回答 
・ヘリコプター名 
・運行事業者 
・使用開始場所 
      等 

世田谷区 要請 

協定締結団体 

要請 
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８ 燃料 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対物資管理

部 

○ 区内の被災状況及び交通規制の状況等の情報を収集し、協定締結団体

等に提供する。 

協定締結団体 ○ 協定に基づき、燃料の提供を行う。 

都本部 ○ 国との連絡調整 

○ 都内の被災状況及び交通規制の状況等の情報を収集し、石油連盟等に提供する。 

石油連盟 ○ 協定に基づき、災害対策上特に重要な施設や緊急通行車両等に対し、給油を行う。 

都石油業協同組合 ○ 給油の要請、給油作業への協力を行う。 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対物資管理部、協定締結団体 

○ 燃料供給の必要が生じた場合、施設の担当者等は、まずは、平時の取引先に燃料供給を

依頼する。 

○ 平時の取引先での燃料の調達が不可能な場合、協定に基づいて、協定団体等に燃料供給

を要請する。または、都各局を経由し、都本部へ要請する。 

 

【実施主体】都総務局、石油連盟、都石油業協同組合、都石油商業組合、給油対象施設 

○ 給油の必要が生じた場合、給油対象施設の担当者等は、まずは、平時の取引先に給油を

依頼する。 

○ 平時の取引先での給油調達が不可能な場合、「大規模災害時における石油燃料の安定供給

に関する協定」の緊急供給施設については、供給を担当する石油連盟の加盟会社等に給油

を要請する。 

○都本部は、各局からの要請に基づき、協定締結団体・事業者に給油を要請する。 

○ 協定に基づき、石油燃料の供給を行う期間は、災害発生から都内全ての交通規制が解除

されるまでの期間とする。 

○ 都本部は、協定締結団体・事業者での給油調達が不可能な場合、国へ要請する。 

 

 



第１０章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

第５節 具体的な取組み／第３ 復旧対策 

 447 

第
１
０
章 

物
流
・
備
蓄
・
輸
送
対
策
の
推
進 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第
１
０
章 

物
流
・
備
蓄
・
輸
送
対
策
の
推
進 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第３ 復旧対策 

１ 多様なニーズへの対応 ４ 生活用水の確保 

２ 炊き出し ５ 物資の輸送 

３ 水の安全確保  

 

１ 多様なニーズへの対応 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化すると考えられる。また、

要配慮者、女性、子どもなど避難者の特性によって必要となる物資は異なる。 

区は、変化していく避難者ニーズの把握及びニーズに対応した物資の確保及び配布に努める

とともに、生理用品、女性用下着の配布は女性が行うなど、物資の配布方法についても配慮す

る。 

都は、広域的見地から区を補完するため、国・他道府県等からの支援物資の受入体制及び事

業者からの調達体制を整えて、必要な物資の確保に努める。 

企業、団体からの大口の義援物資については、上記の体制の中で受入れを検討する。 

 

 

２ 炊き出し 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対地域本部 ○ 震災後およそ４日目以降、原則として食料の配布等により給食する。 

災対物資管理部 ○ 都福祉保健局への調達要請 

都福祉保健局 ○ 区長から炊き出しの要請に対応する。 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都福祉保健局 区 

食料の確保 

（

 

食料の配布 

区での実施が困難な場合 

応援要請 

要請対応 

（団体等に協力依頼） 
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対物資管理部 

○ 震災後およそ４日目以降、原則として米飯の炊き出しにより給食する。 

○ 区で被災者に対する炊き出しその他による食品等の給与の実施が困難な場合は、炊き

出し等について都福祉保健局に応援を要請する。 

 

【実施主体】都福祉保健局 

○ 被災した区市町村長から炊き出しの要請があった場合、都福祉保健局は、都本部等に

対して応援を依頼するとともに、日本赤十字社に対して応援要請等の措置を講じる。 

 

３ 水の安全確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対医療衛

生部 

○ 状況に応じて、衛生指導班を編成し、飲料水が塩素消毒されているか確

認を行う。 

○ 区民への消毒薬の配布及び消毒の確認並びに飲料水の消毒指導を行

う。 

都福祉保健局 

 

（２）業務手順 

〔水の安全確保の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発災 

応急給水の実施 

活動人員・検査薬・消毒薬・移動手段等の確保 

給水設備の点検・残留塩素濃度の確認 

消毒されているか確認 

消毒薬の配布・消毒指導 

ライフライン復旧 
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対医療衛生部 

○ 区は、「衛生指導班」を編成し、飲料水の消毒及び消毒効果の確認を行う。 

○ 避難所での飲料水の安全を確保するため、必要に応じて飲用に供する水の消毒を行う。

それ以後の消毒について、消毒の確認を行うとともに、区民が自主的に消毒を行えるよ

うに消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を区民に指導する。 

○ ライフライン復旧後、区民が給水設備の点検及び残留塩素濃度を確認し、飲用の可否

等について、適正に周知する。 

 

 

４ 生活用水の確保 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ◎災対地域本部 ○ 避難場所・避難所における生活用水の確保 

区民・事業者 ○ 事業所・家庭等における生活用水の確保 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区 

○ 避難所では、断水した場合には、学校のプール等で確保した水を使用する。 

○ 生活用水として、震災対策用井戸の活用を図る。 

 

【実施主体】区民・事業者 

○ 事業所・家庭等における対応 

浄水機能に支障が発生している場合には、汲
く

み置き、河川水等によって水を確保する。 
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５ 物資の輸送 

都、他道府県等からの支援物資は、原則、都福祉保健局が区の指定する地域内輸送拠点等ま

で輸送する。 

地域内輸送拠点から避難所等への支援物資の輸送は、民間協力団体と連携して区が実施する。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎区災対物資

管理部 

○ 災害時協力協定先や都への物資を輸送調整 

区災対地域本

部 

○ 区の集積地から避難所等へ物資を輸送 

都福祉保健局 ○ 調達した物資、国・他道府県等から陸上輸送による応援物資等を、区の指定する

地域内輸送拠点に輸送 

都生活文化局 

都産業労働局 

都中央卸売市場 

○ 調達した物資を、広域輸送基地又は区の指定する地域内輸送拠点まで輸送 

都本部 ○ 調達した物資、国・他道府県等から陸上輸送による応援物資等を、区の指定する

地域内輸送拠点に輸送 

○ 国・他道府県等からの支援物資で、滞留の可能性のある物資について一時保管 

 

（２）業務手順 

○ 調達物資の輸送 

•  調達した食料及び生活必需品等は、広域輸送基地又は区が指定する地域内輸送拠点へ、

調達業者等の協力を得て輸送する。 

•  応援要請時には、原則として、状況に応じた適正な車両規模による単種類積載を依頼

する。 

 

〔陸上搬送概念図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達物資 

広域輸送基地 

国・他道府県等からの 

支援物資 

地域内輸送拠点 

（羽田クロノゲート 等）

避難所等 

大型車で輸送さ

れた物資は、広域

輸送基地で、４ｔ

以下の車両に積

替え 

備蓄物資 

滞留の可能性が

ある物資は、民間

倉庫等を活用し、

一時保管 
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（３）詳細な業務内容 

【実施主体】区災対地域本部、区災対物資管理部 

○ 区が調達（都からの調達分を含む。）する食料及び生活必需品等の輸送及び配分の方法

について定める。 

○ 地域内輸送拠点を指定し、都福祉保健局に報告する。 

○ 地域内輸送拠点で受入れた物資を避難所等へ輸送する。 

※ 調達した食料・生活必需品等の被災者への配布については、「第２ 応急対策 １ 

備蓄物資の供給」と同様に行う。 

○ 応急対策用資材、生活必需品等物資の輸送においては、関係機関と密接な連絡を図り、

迅速、的確な輸送体制を確保する。 

① 輸送方法 

輸送方法は、災害の状況、輸送物資等の種類・数量・交通路の状況等により次の方

法のうち最も適切な方法により行う。 

ア 車両による輸送  イ 鉄道・船舶による輸送  ウ 航空機による輸送 

エ 人力による輸送  

② 物資等の輸送 

ア 食品等生活必需品の輸送 

イ 医療品及び衛生器材の輸送 

ウ 災害復旧用資材の輸送 

これらの輸送については、災害の状況等を十分考慮して関係機関と密接な連絡をとり

ながら実施するものとする。 

○ 食料・生活必需品等の搬送 

① 避難所ごとに把握されたニーズの連絡を受けた区災対物資管理部は、必要に応じ都

等に物資の提供を要請し、運搬の手配を行う。 

② 区が備蓄する物資及び都が区に事前に配置している物資で都福祉保健局長の承認を

得て区が使用する物資は、区が搬送する。 

③ 都からの救援物資は、都福祉保健局が区の集積地まで搬送し、集積地からは区が搬

送する。 

④ 都米穀小売商業組合世田谷支部からの調達食料は、原則的には提供場所まで搬送す

ることになっているが、区もこれに協力し搬送する。 

⑤ 区が搬送する場合には、協力要請･調達先から集積所への搬送は区災対物資管理部、

倉庫･集積所から避難所への搬送は区災対地域本部が行う。 
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第１１章 

放射性物質対策 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 放射性物質対策における基本的考え方 

都内には原子力施設が存在せず、また、他県にある原子力施設に関しても原子力災害対

策重点区域に都の地域は含まれていない。このことから、国内の原子力施設において、原

子力緊急事態が発生した場合に、区民の避難等の対応を迫られるものではない。 

しかし、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、発電所から約 220km 離

れている東京においても、様々な影響を受けた。 

この経験を踏まえて、放射性物質対策について、初動態勢と区民の不安の払拭と安全の

確保を図るために、国・都等の関係機関と連携した迅速・的確な情報提供、放射線等使用

施設、核燃料物質等運搬中の事故の対応について示す。 
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第１１章 放射性物質対策

○ より円滑に対応できる体制の構築が必要

○ 問い合わせや相談があった場合、適切な対応が必要

○ 空間放射線量の変動、食品に対する放射性物質の影
響が考えられる場合は、測定・検査の体制強化が必
要

○ 庁内の役割分担を明確化し、区の体制を構築

○ 区民の不安払拭のための情報提供策を構築

○円滑かつ的確に対応できる体制を構築 ○適切な情報提供による区民の不安を払拭

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

迅速かつ機能的に対応できる体制の構築

国、都と連携した情報提供体制の整備

国による各種の安全予防対策

放射線等対策本部による対応体制の強化

放射線量や放射性物質の測定及び検査並びに内
容・結果の公表

放射線等使用施設の応急措置

○ 情報伝達体制の整備

○ 区民への情報提供等

○ 放射線等使用施設の安全化

○ 情報連絡体制

○ 区民への情報提供等

○ 放射線等使用施設等

関係機関との情報共有 核燃料物質輸送車両等の事故対応

○ 福島第一原子力発電所の事故による放射性物質等の
影響について、区有施設等における放射線測定・放
射性物質検査等の対応

○ 区民の不安払拭に向け、放射線測定や情報提供等を
実施

・ホームページ等による情報提供

・放射性物質に対する健康不安について相談対応

・空間放射線量の測定結果を情報提供

第１節 現在の到達状況

健康相談に関する窓口設置等

状況に応じ、空間放射線量の測定、除染等を実施

区民の安全確保のための正確な情報提供

○ 保健医療活動

○ 放射性物質への対応

○ 風評被害への対応

区内の産業・経済の安全確保のための正確な情報提供
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第１１章 放射性物質対策

○ より円滑に対応できる体制の構築が必要

○ 問い合わせや相談があった場合、適切な対応が必要

○ 空間放射線量の変動、食品に対する放射性物質の影
響が考えられる場合は、測定・検査の体制強化が必
要

○ 庁内の役割分担を明確化し、区の体制を構築

○ 区民の不安払拭のための情報提供策を構築

○円滑かつ的確に対応できる体制を構築 ○適切な情報提供による区民の不安を払拭

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

迅速かつ機能的に対応できる体制の構築

国、都と連携した情報提供体制の整備

国による各種の安全予防対策

放射線等対策本部による対応体制の強化

放射線量や放射性物質の測定及び検査並びに内
容・結果の公表

放射線等使用施設の応急措置

○ 情報伝達体制の整備

○ 区民への情報提供等

○ 放射線等使用施設の安全化

○ 情報連絡体制

○ 区民への情報提供等

○ 放射線等使用施設等

関係機関との情報共有 核燃料物質輸送車両等の事故対応

○ 福島第一原子力発電所の事故による放射性物質等の
影響について、区有施設等における放射線測定・放
射性物質検査等の対応

○ 区民の不安払拭に向け、放射線測定や情報提供等を
実施

・ホームページ等による情報提供

・放射性物質に対する健康不安について相談対応

・空間放射線量の測定結果を情報提供

第１節 現在の到達状況

健康相談に関する窓口設置等

状況に応じ、空間放射線量の測定、除染等を実施

区民の安全確保のための正確な情報提供

○ 保健医療活動

○ 放射性物質への対応

○ 風評被害への対応

区内の産業・経済の安全確保のための正確な情報提供
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第１節 現在の到達状況 
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第１１章 放射性物質対策 

 

第１節 現在の到達状況 

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故への対応は、以下のとおりとなっている。 

 

１ 区有施設等における放射線測定・放射性物質検査等 

東日本大震災において、福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の飛散が懸念された

ことから、区民の健康不安の払拭と安心の確保を図るため、区管理施設における空間放射線量

の測定、プール水の放射性物質検査並びに区立小中学校及び保育園の給食の放射性物質検査を

実施した。 

 

２ 区民への正確な情報提供等 

ホームページ等を活用し、区民へ情報の発信を行うとともに、放射性物質に対する健康不安

について、区民からの相談に対応した。また、区内における空間放射線量の測定結果について、

区立幼稚園、小・中学校、保育園の保護者及び区立公園の利用者等に対し、情報提供を実施し

た。 
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第２節 課題 
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第２節 課題 

１ より円滑に対応できる体制の構築 

福島第一原子力発電所事故への対応の経験を踏まえ、放射性物質等による影響について、よ

り円滑に対応できる体制の構築が必要である。 

 

２ 区民への情報提供策の構築 

放射線に関する情報について、区民に正確な情報を提供し、問い合わせや相談があった場合

には、関係所管で連携しながら適切に対応する必要がある。 

空間放射線量については、区で実施している定点測定のほか、都健康安全研究センター（新

宿区）でのモニタリングポストの数値を注視し、変動が見られた場合は、測定体制の強化を図

る必要がある。また、食品に対する放射性物質の影響が考えられる場合は、速やかに給食食材

に対する既存の検査体制を強化する必要がある。 

 

〔原子力発電所の場所〕 

  世田谷区から近い現在の原子力発電所は、以下のとおりである。 
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第３節 対策の方向性 

 459 

第
１
１
章 

放
射
性
物
質
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

第３節 対策の方向性 

１ 関係部の役割分担の明確化 

これまでに各部でとられた様々な対応策を踏まえて、庁内における役割分担を明確化し、情

報連絡体制を整備することで、より機能的に対応できる区の体制を構築する。 

 

２ 情報提供策の構築 

都と連携し、区民の不安払拭と安全の確保のための正確な情報提供策を構築する。 

○ ホームページ等を活用して、区民へ情報発信する。 

○ 放射性物質に係わる健康相談に随時対応する。 

○ 空間放射線の定点測定及び食品の放射性物質検査を継続して実施する。 

○ 新たな課題が発生した場合は、世田谷区放射線等対策本部において適切に対応する。 

 

 

第４節 到達目標 

１ 円滑かつ的確に対応できる体制を構築 

放射性物質等による影響が生じた際に、被害情報等の正確な情報を収集し、庁内における情

報の共有化や必要な連絡調整を行う等、各部が連携して円滑かつ的確に対応できる体制を構築

する。 

 

２ 適切な情報提供による区民の不安を払拭 

放射性物質及び放射線による影響を考慮し、学校や公園等の空間放射線量を測定して公表す

るとともに、健康相談に関する窓口を設置する等、区民に対する正確な情報提供・広報を迅速

かつ的確に行う。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 情報伝達体制の整備 ３ 放射線等使用施設の安全化 

２ 区民への情報提供等  

 

放射性物質による災害は、万一発生すると、区民への影響が極めて大きいため、災害対応に

万全を期するものとする。都内には、原子力施設が存在せず、また、他県にある原子力施設に

関しても、「原子力災害対策重点区域」に区の地域は含まれていないが、区民の不安払拭及び災

害時の不測の事態に備えて、国、都及び関係各機関、周辺自治体等との連携体制を確立するも

のとする。 

 

１ 情報伝達体制の整備 

（１）対策内容 

区は今後、都内において原子力災害による放射性物質等の影響（以下「放射性物質等によ

る影響」という。）が懸念される事態が発生した場合に備え、より迅速かつ機能的に対応でき

る体制を構築する(詳細は、「第２ 応急対策」による。)。 

 

 

２ 区民への情報提供等 

（１）対策内容と役割分担 

国、都や区との役割分担を明確にした上で、必要な情報提供体制を整備する。 

 

 

３ 放射線等使用施設の安全化 

（１）対策内容と役割分担 

○ 放射線等使用施設については、国（原子力規制委員会）が、「放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律」に基づき、RI（ラジオ・アイソトープ）の使用、販売、廃

棄等に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強化、平常

時はもとより震災時においても監視体制がとれるよう、各種の安全予防対策を講じる。 

○ 放射性物質等のうち、核物質の保管状況等の情報については、「核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律」に基づき国が把握しているが、治安対策上の理由から国

からの情報提供は行われていない。都では、火災予防条例に基づく届出により東京消防庁

が消防活動に必要な情報を把握しており、関係機関において、必要な情報の共有を図って

いく。 
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機関名 対策内容 

区 
○ 災害時の情報共有について、東京消防庁・消防署等関係機関との連携

に努めていく。 

東京消防庁・消防署 ○ 事業所防災計画の作成指導 

都福祉保健局 ○ RI管理測定班を編成し、地域住民の不安除去に努める。 

都総務局 

都福祉保健局 

都産業労働局 

○ 監視体制の強化、法制上の問題、災害時の安全対策等について協議 

○ 関係各局がそれぞれの RI対策を推進 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

東京消防庁・消防署は、放射線等使用施設を有する事業所の震災時の安全性確保のため、

都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成を指導する。 
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第２ 応急対策 

１ 情報連絡体制 ３ 放射線等使用施設の応急措置 

２ 区民への情報提供等 ４ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

 

放射性物質の運搬中の事故及び放射性物質による広域的災害が発生し又は発生するおそれがあ

る場合における、使用者への必要な措置の要請、または応急対策について必要な事項を定める。 

 

１ 情報連絡体制 

（１）対策内容と役割分担 

放射性物質等による影響が生じた際に、円滑かつ的確に対応できる体制を整備する。 

機関名 対策内容 

区 ○ 放射線等対策本部により対応体制を強化 

都 ○ 放射能対策チーム等を設置 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対清掃・環境部、区災対統括部、区災対教育部、区災対都市整備部、区災対

保健福祉部等 

① 世田谷区の体制 

放射線等対策本部により、放射性物質の諸課題に対する庁内での検討体制・対応体制を強

化する。 

○ 本部長  区長 

○ 副本部長 副区長、教育長 

○ 構成員  全部長 

 

 

２ 区民への情報提供等 

（１）対策内容と役割分担 

モニタリング等の実施と、その結果についての情報提供を行う。 

機関名 対策内容 

区 

災対清掃・環境部 

災対統括部 

災対教育部 

災対土木部 

災対保健福祉部 

等 

○ 放射線量や放射性物質の測定及び検査並びに内容・結果の公表 

都水道局 ○ 浄水場原水・浄水等の放射性物質の測定及び情報提供 

都下水道局（水再生セ

ンター等） 
○ 下水汚泥焼却灰及び混練灰に含まれる放射能量の測定、情報提供 



第１１章 放射性物質対策 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 463 

第
１
１
章 

放
射
性
物
質
対
策 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

機関名 対策内容 

都総務局 

都生活文化局 
○ 的確な情報提供・広報 

都環境局 
○ 大気環境測定局で得られた気象データの提供 

○ 都内区市町村等と連携し、焼却施設等における放射能濃度等の測定データを収集 

都福祉保健局 

○ 被ばく線量の測定等に関する医療情報の提供 

○ 保健所において被ばく線量等の測定 

○ 空間放射線量や流通食品等の放射性物質の測定と結果の公表 

 

 

３ 放射線等使用施設の応急措置 

（１）対策内容と役割分担 

○ 放射性同位元素使用者等は、放射性同位元素又は放射線発生装置に関し、放射線障害が

発生するおそれがある場合、又は放射線障害が発生した場合においては、「放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律」に基づいて定められた基準に従い、直ちに応急

の措置を講じ、原子力規制委員会に報告する。 

○ 原子力規制委員会は、必要があると認めるときは、放射線障害を防止するために必要な

措置を講じることを命じることができる。 

機関名 対策内容 

区 
○ 関係機関との連絡を密にし、必要に応じ、区民に対する避難の勧告等

の措置を実施する。 

警視庁・警察署 

○ 事故の通報を受けた最寄りの警察機関は、事故の状況把握に努めると

ともに、事故の状況に応じて被災者の救出・救護、交通規制等必要な措

置を実施する。 

東京消防庁・消防署 

○ 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼と

し、使用者に必要な措置をとるよう要請する。 

○ 事故の状況に応じ、必要な措置を実施する。 

事業者等（輸送事業者、

事業者、現場責任者） 

○ 事故発生後直ちに、関係機関への通報、人命救助、立入制限等事故の状況に応じ

た応急の措置を講ずるとともに、警察官、海上保安官又は消防吏員の到着後は、必

要な情報を提供し、その指示に従い適切な措置をとる。 

国 

（原子力規制委員会） 

（国土交通省） 

（警察庁） 

（総務省消防庁） 

（海上保安庁） 

（経済産業省） 

（厚生労働省） 

① 内閣府の対応 

ア 原子力緊急事態宣言の発出 

イ 原子力災害対策本部の設置 

② 各省庁の対応 

ア 事故情報の収集、整理及び分析 

イ 関係省庁の講ずべき措置（事業者からの通報） 

ウ 係官及び専門家の現地派遣 

エ 対外発表 

オ その他必要な事項 

③ 派遣係官及び専門家の対応 

関係省庁は、事故が発生した場合、現地に係官及び専門家を派遣する。係官は事

故の状況把握に努め、警察官、海上保安官又は消防吏員に対する助言を行うととも

に、関係各省との連絡を密にしつつ、事業者等に対する指示等必要な措置を実施す

る。専門家は、関係省庁の求めに応じて、必要な助言を行う。 
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機関名 対策内容 

都総務局 

○ 事故の通報を受けた都総務局は、都の窓口として、直ちに区市町村をはじめ関係

機関に連絡するとともに、国との連絡を密にし、専門家の派遣要請や区民の避難な

ど必要な措置を講ずる。 

都福祉保健局 
○ RI使用医療施設での被害が発生した場合、RI管理測定班を編成し、必要な措置を

実施 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区 

○ 関係機関との連絡を密にし、事故時には必要に応じ、次の措置を実施する。 

•  区民に対する避難の勧告又は指示 

•  区民の避難誘導 

•  避難所の開設、避難住民の保護 

•  情報提供、関係機関との連絡 

 

○ 原子力災害発生時の対応 

区は、警察・消防等防災関係機関と連携し、放射性物質にかかる事故・災害等に関し積

極的に情報を収集する。収集する内容は以下のとおりである。 

① 事故又は災害発生の時刻、場所 

② 事故又は災害の原因 

③ 放射性物質の種類及び量 

④ 事故又は災害の範囲及び量 

⑤ 汚染状況の調査 

⑥ 気象情報（風向き、風速） 

⑦ その他必要と認める事項 

 

○ 区民への周知 

区は、放射性物質の運搬中の事故及び放射性物質による広域的災害が発生し、又は発生

のおそれがあることを知った場合は、直ちに防災行政無線、広報車、緊急速報メール等を活

用し、区民に情報を提供する。 

 

○ 避難 

第２部「第９章 避難者対策」を準用する。 

なお、その際は、国等の専門家等からの助言を得て、状況に応じて風向、風速、天候等

に十分留意し、区民の生命、身体を守るために万全を期するものとする。 

 

【実施主体】東京消防庁・消防署 

○ 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼とし、使用者に次の各

措置をとるよう要請する。 

• 施設の破壊による放射線源の露出、流出の防止を図るための緊急措置 
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• 放射線源の露出、流出に伴う危険区域の設定等、人命安全に関する応急措置 

○ 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救助、救急等に関する

必要な措置を実施 

○ 放射性物質取扱施設の応急措置 

東京消防庁・消防署は、放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主

眼とし、次の各項の活動ができるよう関係者に指導を行う。また、災害応急活動は、第２

部第５章第５節第２「２ 消火・救助・救急活動」を準用することとする。 

① 施設の破壊による放射性物質の露出、流出に伴う危険区域の設定及び被害の拡大防止

対策等、人命安全に関する応急措置を実施すること。 

② 管理区域外で火災が発生した場合は、防護活動を実施すること。 

③ 関係機関への連絡方法を確認すること。 

④ 使用者に対して必要な措置を要請すること。 
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４ 核燃料物質輸送車両等の応急対策 

（１）対策内容と役割分担 

○ 核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる放射性

物質安全輸送連絡会(昭和 58年 11月 10日設置) において安全対策を講じる。 

機関名 対策内容 

区 
○ 関係機関と連絡を密にし、必要に応じ、区民に対する避難の勧告等

の措置を実施 

警視庁・警察署 

○ 事故の状況把握及び都民等に対する広報 

○ 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 

○ 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警戒区域

の設定、救助活動等必要な措置 

東京消防庁・消防署 

○ 事故の通報を受けた旨を都総務局に通報 

○ 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救

助、救急等に関する必要な措置を実施 

事業者等 
○ 関係機関への通報等、応急の措置を実施 

○ 警察官等の到着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置を実施 

原子力規制委員会 

関係省庁 

○ 放射性物質輸送事故対策会議の開催 

○ 派遣係官及び専門家の対応 

都総務局 
○ 事故の通報を受け、直ちに関係機関に連絡 

○ 国への専門家の派遣要請や住民の避難等の措置 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（
輸
送
事
業
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・
事
業
者
・
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事 
 
 

業 
 
 

者 
 
 

等 

都道府県警本部 最寄りの警察機関 

最寄りの消防機関 
都道府県 

消防防災主管部局 

最寄りの 
海上保安部署 管区海上保安本部 

放射性物質輸送 

事故対策会議 

原子力規制委員会 

厚生労働省 

総 務 省 

警 察 庁 

総務省消防庁 

海上保安庁 

環 境 省 

国土交通省 
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（３）詳細な取組み内容 

【実施主体】区 

① 事故情報の収集・連絡 

○ 都総務局と連携し、事故の状況、事業者及び関係機関の応急対策の活動状況等の情報

を収集する。 

 

② 事故の対応 

○ 区長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対し自衛隊の

派遣要請を行う。 

○ 事故の状況に応じて速やかに職員の非常参集、情報収集連絡体制及び区本部の設置等、

必要な体制をとるものとし、機関相互の連携を図る。 

○ 国が原子力緊急事態宣言を発出し、原子力災害対策本部及び現地災害対策本部を設置

した場合、区本部を設置し、必要に応じて次の措置を講ずる。 

•  退避・避難収容活動 

•  緊急輸送活動 

•  事故状況の情報収集、被害状況の調査 

•  各種規制措置と解除（飲料水・飲食物の摂取制限等） 

•  区民の健康調査 

○ 関係機関と連絡を密にし、事故時には必要に応じ、次の措置を実施する。 

•  区民に対する避難の勧告又は指示 

•  区民の避難誘導 

•  避難所の開設、避難住民の保護 

•  情報提供、関係機関との連絡 
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第３ 復旧対策 

１ 保健医療活動 ３ 風評被害への対応 

２ 放射性物質への対応  

 

１ 保健医療活動 

（１）役割分担と対策内容 

放射性物質及び放射線による影響を考慮し、原子力災害時における都民の健康に関する不

安を解消するため、必要と認められる場合は、次の保健医療活動を行う。 

機関名 対策内容 

区 

災対医療衛生部 

災対教育部 

災対保健福祉部 

災対清掃・環境

部 

○ 健康相談に関する窓口の設置 

都福祉保健局 

都病院経営本部 

○ 健康相談に関する窓口の設置等 

○ 保健所、都立病院において外部被ばく線量等の測定 

 

 

２ 放射性物質への対応 

（１）役割分担と対策内容 

機関名 対策内容 

区 

都各局 
○ 除染等の必要性を検討し、必要に応じて対応を行う。 

 

（２）詳細な取組み内容 

放射性物質による環境汚染に関する国の対処方針や都内の状況等を踏まえ、空間放射線量

の測定、除染等の必要性を検討し、必要に応じて対応を行う。 
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３ 風評被害への対応 

（１）役割分担と対策内容 

風評等により農作物や工業製品等が購入されず経済的な被害が生じる。 

このような風評被害を防ぐために、正しい情報を把握し発信する。 

機関名 対策内容 

区 
○ 区民の安全確保のための正確な情報提供 

○ 区内の産業・経済への影響を防ぐための正確な情報提供 

都産業労働局 

○ 都内産農林水産物等の放射性物質検査を定期的に実施するとともに、都民に対し

て情報提供 

○ 海外のメディアや旅行事業者に対して、東京の安全性や魅力を PR 

○ 工業製品の放射線量測定試験を実施して検査証明書を発行する等、製品の安全性

の PRに努める。 

都中央卸売市場 
○ 摂取又は出荷が制限・自粛された食品の流通を防止 

○ 卸売市場を流通する生鮮食料品の安全性の PR及び正確な情報の提供 
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第１２章 

区民の生活の早期再建 

 
 

 

 

 

 

本章における対策の基本的考え方 

○ 区民の生活の早期再建に向けた基本的考え方 

震災後の区民の生活再建を迅速に実施するためには、被災した区民の生活環境を早期に

復旧させることが重要となる。 

本章では、罹災証明書の交付、応急仮設住宅の供給、応急修理の実施、災害用トイレ及

びし尿処理体制、がれき処理等の区民の生活再建についての対策を示す。 
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第１２章 住民の生活の早期再建

○ 約20万件と想定される罹災証明書の交付のため、建
物被害認定を早急に実施する体制整備が必要

○ 被災者のニーズに対応するため、相談しやすい体制
を構築

○ トイレ衛生対策、し尿収集における広域的な応援態
勢の構築、携帯用トイレ処理体制の確保

○ 最大で約257万トン（推計量）が発生する災害廃棄物
（震災がれき等）の処理

○ 被災者を支援するためのシステム開発等による生活
再建に向けた行政手続きの確立

○ 「被災者生活再建支援システム」を活用した効果的
な被災者支援を行うため、都内自治体共通の業務標
準フローに沿って業務を実現するための体制整備を
推進

○ 災害時トイレの初期対応方法の啓発、し尿の収集・
運搬に関する協力態勢の構築

○ ごみ・災害廃棄物（震災がれき等）の収集・運搬体
制の整備、集積場所と最終処分場の確保、広域処理
体制の構築

○生活再建の迅速化 ○災害用トイレ及びし尿収集・運搬体制の確保 ○災害廃棄物処理体制の構築

第２節 課題 第３節 対策の方向性

地震後の行動（復旧対策） 発災後１週間目途

第４節 到達目標

第５節 具体的な取組

地震前の行動（予防対策） 地震直後の行動（応急対策） 発災後72時間以内

応急危険度判定員の養成、被害家屋調査員の確保等

罹災証明書交付における各種情報連携に必要な体
制やシステム化の検討

義援金配分事務の手続の明確化

災害用トイレの確保・普及啓発、し尿収集体制の
整備

応急危険度判定、家屋・住家被害認定調査等

罹災証明書の交付準備、応急仮設住宅の確保等

義援金の募集・受付

速やかな災害用トイレの確保、し尿処理

○ 生活再建のための事前対策

○ トイレの確保及びし尿処理

○ 生活再建のための応急対策

○ トイレ確保及びし尿処理

廃棄物関連施設や運搬車両等の備えを検証、確保

○ ごみ処理、災害廃棄物（震災がれき等）処理

ごみ処理計画、災害廃棄物処理実行計画の策定

○ ごみ処理、がれき処理

○ 被災者の生活再建対策：罹災証明書の早期交付が可
能となる体制等の構築を目指す

○ 災害時のトイレ衛生対策：災害用トイレの備蓄及び
排便収納袋の備蓄を推進、民間事業者とし尿収集車
両等の供給に関する協定を締結

○ ごみ処理、災害廃棄物（震災がれき等）処理：世田
谷区災害廃棄物処理マニュアルを令和２年６月に締
結し、具体的な対応手順を定めている

○ 応急教育：各校共通の応急教育計画を策定

第１節 現在の到達状況

中小企業等への融資、応急金融対策等

生活相談、義援金の配分、生活再建資金援助等

○ し尿処理

○ がれき処理

し尿の広域処理の調整等

解体業者等との契約、仮置き場等の確保・造成・監理契
約、仮置場での受入れ、受付窓口等の検討

多様性に配慮した女性の視点からの相談支援の検討

仮置き場等候補地の選定

応急教育計画等に基づく防災体制の充実

○ 教育・保育対策

必要に応じて他自治体等への応援要請

応急教育・保育・新BOPの実施

○ 教育・保育対策

租税等の徴収猶予及び減免、その他の生活確保等
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第１２章 住民の生活の早期再建

○ 約20万件と想定される罹災証明書の交付のため、建
物被害認定を早急に実施する体制整備が必要

○ 被災者のニーズに対応するため、相談しやすい体制
を構築

○ トイレ衛生対策、し尿収集における広域的な応援態
勢の構築、携帯用トイレ処理体制の確保
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義援金の募集・受付

速やかな災害用トイレの確保、し尿処理

○ 生活再建のための事前対策

○ トイレの確保及びし尿処理

○ 生活再建のための応急対策

○ トイレ確保及びし尿処理

廃棄物関連施設や運搬車両等の備えを検証、確保

○ ごみ処理、災害廃棄物（震災がれき等）処理

ごみ処理計画、災害廃棄物処理実行計画の策定

○ ごみ処理、がれき処理

○ 被災者の生活再建対策：罹災証明書の早期交付が可
能となる体制等の構築を目指す

○ 災害時のトイレ衛生対策：災害用トイレの備蓄及び
排便収納袋の備蓄を推進、民間事業者とし尿収集車
両等の供給に関する協定を締結

○ ごみ処理、災害廃棄物（震災がれき等）処理：世田
谷区災害廃棄物処理マニュアルを令和２年６月に締
結し、具体的な対応手順を定めている

○ 応急教育：各校共通の応急教育計画を策定

第１節 現在の到達状況

中小企業等への融資、応急金融対策等

生活相談、義援金の配分、生活再建資金援助等
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○ がれき処理
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解体業者等との契約、仮置き場等の確保・造成・監理契
約、仮置場での受入れ、受付窓口等の検討

多様性に配慮した女性の視点からの相談支援の検討

仮置き場等候補地の選定

応急教育計画等に基づく防災体制の充実

○ 教育・保育対策

必要に応じて他自治体等への応援要請
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第１２章 区民の生活の早期再建 

 

第１節 現在の到達状況 

１ 被災者の生活再建対策 

被災者が様々な生活再建支援を受ける際に必要となる「罹災証明書」の早期交付が可能とな

る体制等の構築を目指す。 

義援金の配分については、都義援金配分委員会にて決定することとしている。 

 

２ 災害時のトイレ衛生対策 

指定避難所となる区立小中学校の給排水設備の耐震化を推進するとともに、水洗トイレが使

用できない場合に備え、区立小中学校や周辺の区立公園などへの災害用マンホールトイレの整

備及び避難所運営用防災倉庫などへの排便収納袋の備蓄を進めている。 

また、都下水道局との協議により、避難所周辺のマンホールを災害時仮設トイレ用マンホー

ルとして指定し、さらに、し尿の汲み取りを要する状況が生じた場合に備えて民間事業者と「災

害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協定」、「災害時におけるし尿の収集及び運搬に関

する協定」を締結している。 

 

３ ごみ処理、災害廃棄物（震災がれき等）の処理 

都は、平成２５年２月に「東京都震災がれき処理マニュアル」を改定するとともに、平成 29

年 6 月に「東京都災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物処理のマニュアル作成を進めて

いる。 

23 区では、「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」を策定し、災害廃棄物（震災がれき

等）の処理にあたっては、特別区、東京二十三区清掃一部事務組合、都等で構成される、「災害

廃棄物処理対策本部」を設置し、協働して処理を行う方針を明確にした。また、２３区と東京

二十三区清掃一部事務組合の間で、令和２年４月１日付で「災害廃棄物の共同処理に関する協

定」を締結している。 

区では、これを受けて平成３１年３月に作成した災害廃棄物のマニュアルを基にして、令和

２年６月に「世田谷区災害廃棄物処理計画」を策定し、災害廃棄物等を迅速かつ的確に処理を

することで、区民の生活環境の保全と公衆衛生の確保を図ることとしている。 

 

４ 応急教育 

災害時における学校の教育活動を早期に再開するため、各校共通の応急教育計画を策定して

いる。 
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第２節 課題 

【被害想定（東京湾北部地震）】 

被害項目 想定される被害 

建物被害棟数 
6,074棟（全壊）、17,627棟（半壊） 

21,727棟（焼失） 

がれきの推定発生量 257万トン、324万㎥ 

避難人口 242,390万人 

避難所生活者数 157,553人 

疎開者数、福祉避難所避難者等 84,836人 

上水道の断水率 最大 30.8％ 

下水道管きょ被害率 最大 24.7％ 

 

１ 早急な対応を要する生活再建対策に向けた課題 

罹災証明書は、被災後の全ての生活再建支援の手続の基礎となるものであるから、迅速に交

付する必要がある。 

罹災証明書の交付対象となる家屋は、約 20万件と想定されるため、建物被害認定を早急に実

施する体制整備が必要である。 

被災者に対する義援金については、被害状況等を踏まえた配分方針の決定を迅速に行う必要

がある。 

区は、様々な被災者のニーズに対応するため、相談しやすい体制を構築する必要がある。 

 

２ 災害時のトイレ衛生対策の課題 

災害時のトイレ衛生対策は、心身の健康の確保及び衛生保持の観点から非常に重要な課題で

ある。断水や停電、下水道機能の停止により水洗トイレが使えなくなり、トイレ環境が悪化す

ると、便器に汚物があふれ、衛生的にも精神的にも深刻な状況になったという被災地の意見も

出されている。トイレは、重要なライフラインの１つであり、災害時のトイレ衛生対策が重要

である。 

発災時には、上水道の 30.8%、下水道の 24.7％が被害を受けると想定されている。上下水道

の復旧までの間を乗り切るため、被災後のトイレ機能の確保に向けた手続きを講じる必要があ

る。また、下水道整備地域が区内のほぼ全域を占めるため、区ではし尿収集車を保有しておら

ず、都内の民間事業者を含めても保有台数が極めて少ないことから、民間事業者を含む広域的

な応援態勢が不可欠である。 

また、水洗トイレが使えないことなどにより携帯用トイレ（排便収納袋）の利用が見込まれ

る中、それらの排出方法や収集・運搬方法の周知、収集・運搬に要する車両や処理・処分先の

確保が必要となる。 

 

３ 災害廃棄物（震災がれき等）の処理に向けた課題 

区の被害想定から、建物倒壊等の被害により約１５４万トン、建物倒壊等による被害以外の

ものを含めて、災害廃棄物（震災がれき等）が最大約 257万トン発生すると推計されている。 
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このため、災害廃棄物（震災がれき等）を一時的に保管するための「がれき仮置場」（災害廃

棄物処理計画で記載されている「仮置場等」 以下「仮置場等」という。）を確保する必要があ

る。また、速やかに処理し、費用を縮減していくためには、災害廃棄物処理計画に基づき、仮

置場等の開設当初から分別を徹底して行う必要がある。 
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第３節 対策の方向性 

１ 生活再建対策の早急な実施 

被災者の生活の安定を早期に回復できるよう、罹災証明書の交付、臨時総合相談窓口の設置、

共通番号を活用した被災者台帳の整備、被災者を支援するためのシステム開発等により、生活

再建に向けた行政手続きの確立を図る。 

「被災者生活再建支援システム」を活用した効果的な被災者支援を行うため、都内自治体共

通の業務標準フローに沿って業務を実現するための体制整備を推進していく。 

義援金の募集・配分については、必要な手続を明確にし、迅速に対応できる体制の構築を図

る。区は、様々な被災者が相談しやすい体制を構築する。 

 

２ 災害時のトイレ衛生対策 

停電、断水、給排水管や汚水処理施設の損傷など、様々な理由で使用できなくなる水洗トイ

レを健康と衛生に直結するライフラインの一つと捉え、発災から復旧までの時系列ごとの避難

所や在宅におけるトイレ対策を検討する。 

災害時のトイレ衛生対策の課題は、施設ごと、被災状況ごと、避難先ごとに異なる。今後、

トイレ衛生対策の実態把握に努め、優先的に検討すべき事項を整理する。 

特に、既設トイレの実態把握の対応、水洗トイレ使用可否判断と対応、災害用トイレの設置・

使用・維持管理方法、避難所と在宅被災者（集合住宅・独立住宅）との連携方法を検討する。 

さらに、在宅や学校、事業所等での災害時トイレの初期対応方法を啓発していく。 

併せて、し尿の収集・運搬に関しては、協定を締結している民間事業者との協力態勢を具体

化した上で、処理体制の整備についての調整を行っていく。 

 

３ ごみ、災害廃棄物（震災がれき等）の集積場所と最終処分場の確保 

区は、他区や東京二十三区清掃一部事務組合、都と連携して収集・運搬体制を整え、一時的

な集積場所や仮置場等、最終処分場等の確保を推進するなど、的確な広域処理体制の構築を図

る。 
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第４節 到達目標 

１ 生活再建の迅速化 

都、東京消防庁・消防署、区の関係所管の役割分担を明確にし、災害時に迅速に罹災証明書

交付手続等に対応できる体制を構築する。 

また、義援金を迅速に配分できる体制を構築し、震災後の被災者の生活再建を総合的に支援

する。 

区は、様々な被災者避難者のニーズに対応するため、様々な団体と連携しながら相談しやす

い体制を構築する。特に家族の世話や介護等をする被災者は、就労等が難しいため、相談・支

援等の体制を検討する。 

 

２ 災害用トイレ及びし尿収集・運搬体制の確保 

避難所等で上下水道が復旧するまでの間に使用する災害用トイレを備蓄等により確保する。 

なお、発災から少なくとも３日間程度は、し尿収集車による収集・運搬が困難な状況が予測

されることから、区は、災害用トイレの確保やし尿を下水道へ直接投入する方法など、被災状

況に応じた収集・運搬体制の確保に努める。 

都は、区が備蓄している災害用トイレや保有しているし尿収集車が不足する場合、広域的な

応援の調整を行い、生活環境の保持を図る。 

 

３ ごみ、災害廃棄物（震災がれき等）処理体制の構築 

都、他区、東京二十三区清掃一部事務組合の災害廃棄物処理計画やマニュアルの策定状況を

踏まえながら、区の計画やマニュアルの検証・修正を進めていく。 

また、災害廃棄物（震災がれき等）の処理を的確かつ迅速に進めていくため、仮置場等の確

保や民間事業者を含む広域的な処理体制についての連携体制の構築等の課題に取り組む。 
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第５節 具体的な取組み 

第１ 予防対策 

１ 生活再建のための事前準備 ４ 災害廃棄物（震災がれき等）の処理 

２ 災害用トイレの確保及びし尿の収集・運搬 ５ 災害救助法等 

３ ごみ処理  

 

１ 生活再建のための事前準備 

（１）対策内容と役割分担 

区は、被災者生活再建支援システムを活用した罹災証明書交付の体制整備や、世田谷区震

災復興マニュアル等の習熟により、迅速な生活復旧体制の確保を図る。 

また、住宅及び宅地の応急危険度判定の実施体制を確立するとともに、仮設住宅対応の拡

大抑制を図る観点から、被災住宅の応急修理支援に向けた支援体制を確立する。 

 

① 被災建築物応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保 

機関名 対策内容 

区 ◎災対都市整備

部 

○ 被災建築物応急危険度判定員の確保 

○ 被災宅地危険度判定士の確保 

都 ○ 被災建築物応急危険度判定員の確保 

○ 被災宅地危険度判定士の確保 

 

② 災害時の罹災証明書交付に向けた実施体制整備 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援

部 

 

○ 内閣府のガイドライン等に基づき、住家の被害認定調査や罹災証明書

の交付体制を予め検討し、不足が想定されるマンパワー等を検討する。 

○ 住家被害認定調査や罹災証明書の交付事務手続等に関する職員研修

を実施 

○ 東京消防庁との協定締結や事前協議による罹災証明書交付に係る連

携体制の確立 

災対地域本部 ○ 住家被害認定調査や罹災証明書の交付事務手続等に関する職員研修

に参加 

災対都市整備部 ○ 住家被害認定調査に関する支援を実施 

東京消防庁・消防署 ○ 火災による被害状況調査体制の充実 

○ 区との協定締結や事前協議による火災の罹災証明書交付に係る連携

体制の確立 

都総務局 

都主税局 

○ 「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドラ

イン」の実効性の向上及び継続的な見直し 

○ 被災者生活再建支援システム利用に関する区市町村間の調整 

○ 区市町村に対する研修や訓練の実施 

○ 区市町村の応援要員の確保の検討 
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機関名 対策内容 

○ 固定資産関連情報等に関し、区と調整 

③ 義援金の配分事務 

機関名 対策内容 

区 ◎災対区民支援部 ○ 義援金の募集・配分について、あらかじめ必要な手続を明確化 

都総務局 

都福祉保健局 

○ 義援金配分委員会の委員は必要な時期に迅速に開催できるよう、あらかじめ、

都、区市町村、日本赤十字社東京都支部その他関係機関の中から選任 

○ 義援金の募集・配分について、必要な手続きを明確化 

○ 義援金に関する寄付控除（国税及び地方税）等の取扱いの確認 

 

④ 被災者の生活相談等の支援 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援部 

災対地域本部 

災対統括部 

○ 災害時の女性支援拠点としての機能を整備 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保 

【実施主体】区災対都市整備部 

○ 都と連携し、応急危険度判定員及び被災宅地危険度判定士の確保を推進する。 

 

② 罹災証明書の交付 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、東京消防庁・消防署、都主税局 

○ 東京消防庁・消防署と区は、被害状況調査体制の役割分担を明確にするとともに、

協定締結や事前協議等を行い、火災の罹災証明書交付に係る連携体制を確立する。 

○ 区は、ガイドラインに基づき、住家被害認定調査や、罹災証明書交付体制等の庁内

体制を整備するとともに、業務のマネジメントや被災者生活再建支援システムの運

用・実務を担う人材の育成に向けて研修や訓練を引き続き実施する。 

○ 区は、被災建築物応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調

査など、住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの

調査の必要性や実施時期の違いなどについて周知するものとする。 

○ 区は、罹災証明書の交付に必要な固定資産関連情報について都主税局と連携を図る。 

○ 

 

 

③ 義援金の配分事務 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 

○ 区は、都の義援金募集等に協力する場合、独自で義援金を募集する場合の双方につ

いて、必要な手続を明確にする。 
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＊世田谷区災害義援金要綱〔資料編資料第 85・P186〕 

 

④ 被災者の生活相談等の支援 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、区災対統括部 

○ 区は、男女共同参画センターにおいて、女性のための相談窓口を開設し、男女共同

参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発、相談窓口情報の提供、

団体・専門家等の連携調整、女性の就業・起業等の支援などの実施を検討する。 

 

２ 災害用トイレの確保及びし尿の収集・運搬 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対清掃・環境

部 

○ 関係団体と連携し、し尿の収集・運搬に関する現況を把握し、し尿

の収集・運搬体制等を確保 

○ 都下水道局が管理する水再生センターや下水道幹線におけるし尿受

入用マンホール等への収集・運搬体制の確保等 

○ 避難所等から排出された携帯用トイレ（排便収納袋）の収集・運搬

体制の確保と清掃工場等での焼却処理の要請 

◎災対統括部 ○ 災害用トイレの確保（他自治体調整） 

災対地域本部 ○ 災害用トイレの確保（地域間調整） 

○ 避難所毎の避難者数に応じた生活用水の確保 

○ 避難所等におけるマンホールトイレ等の管理 

災対土木部 ○ 公園等におけるマンホールトイレ等の整備 

都下水道局 ○ 下水道管の耐震化 

○ し尿の受入れ体制の整備 

○ トイレの設置ができるマンホールの指定拡大（区部） 

都環境局 ○ 区市町村の対応のみでは困難となった場合に備え、し尿収集車の確保に関する区

市町村と関連事業者との協定等の締結を推進 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 災害用トイレの確保 

○ 避難者等の災害用トイレの確保に努める。 

※ 阪神・淡路大震災において、神戸市では、仮設トイレの設置目標を順次高め、当

初 150 人に１基を目標にし、100 人に１基で苦情がかなり減り、75 人に１基で苦情

はほぼ無くなった（出典：阪神・淡路大震災教訓情報資料集（内閣府））。 

 

【実施主体】区災対地域本部、区災対土木部、区災対統括部 

○ 避難所等におけるし尿処理 

ア 指定避難所となる区立小中学校では、給排水設備の耐震性の確保に努めている。 

イ 水洗トイレが使用できない場合に備え、指定避難所となる区立小中学校や、公園
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等に、マンホールトイレを計画的に整備する。 

＊指定避難所マンホールトイレ整備実績一覧 

〔資料編資料第●●P●●●〕 

ウ 都下水道局との協議により、避難所周辺等の耐震化工事済みの道路上マンホール

を、災害時の仮設トイレ用マンホールとして指定していく。 

＊災害時における下水道マンホール用仮設トイレの設置に関する覚書 

〔資料編資料協定第 20・P391〕 

エ 都下水道局では、避難所等から排水を受入れる下水道管とマンホールの接続部の

耐震化と避難所等へのアクセス道路を対象にマンホールの浮上抑制対策を実施して

いる。 

オ トイレの数が不足する場合等に備え、排便収納袋の備蓄を行う。 

○ 要配慮者用トイレ（洋式トイレ等）の備蓄に配慮。 

○ トイレ使用時の防犯対策に努める。 

○ 仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを作成する。 

 

【実施主体】事業所及び家庭 

○ 当面の目標として、１週間分の災害用トイレ、トイレ用品を備蓄 

○ 水の汲み置き等により生活用水を確保 

 

② 災害用トイレの普及啓発 

○ 新たに災害時トイレ衛生対策に係る啓発物を作成するなど、仮設トイレ等の設置箇

所や備蓄等をあらかじめ区民に周知し、災害用トイレに関する知識の普及啓発に努め

る。 

○ 災害用トイレの設置や利用等の経験は、極めて重要であり、災害用トイレを利用し

た各種訓練（設置訓練・運営訓練等）を実施する。 

 

③ し尿の収集 

○ 区は、都下水道局との覚書の締結により、水再生センター及び主要管きょの指定マ

ンホールへの搬入体制を整備する。 

○ 区は、避難所等から排出される携帯用トイレ（排便収納袋）について、清掃工場で

の焼却処理を東京二十三区清掃一部事務組合に要請するほか、都を通じた被災地以外

の自治体への応援や民間事業者の処理施設での受入れについても協議を進める。 
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３ ごみ処理 

（１）対策内容と役割分担 

ごみの処理は、区を実施主体とし、他区や東京二十三区清掃一部事務組合等と連携して対

応する。 

区の被災状況により、必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体等への応援要請を行い、

収集・運搬・処理体制を迅速に整備する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対清掃・環

境部 

○ ごみ処理に関する窓口 

○ 関係団体等と連携し、民間事業者を含む廃棄物関連施設や運搬車両等

の現況を把握し、施設の耐震化の促進や不足が想定されるマンパワーや

資機材等に対する備えを検証、確保 

都環境局 ○ 区市町村を通して、都内全域のごみ処理体制を把握 

○ 区市町村の応援要請に迅速に対応するため、都内のごみ収集・運搬機材等や廃棄

物処理施設の現況を把握、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 

都総務局 ○ 都の対策全般を総括 

○ 広域的なごみ処理体制について連携体制の構築を推進 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対清掃・環境部 

○ 区は、ごみの一時的な集積や運搬、清掃事務所や民間事業者の施設等で必要となる人

員や資機材について把握し、都を通じて被災地以外の自治体等に要請を行うなどにより、

収集・運搬体制の整備を図る。 

○ 区は、収集した可燃ごみの処理について、東京二十三区清掃一部事務組合と連携し、

必要に応じて都を通じて被災地以外の自治体等に要請を行うなどにより、広域的な処理

体制を構築し、処理体制を整備する。 

○ 区は、あらかじめ災害時における廃棄物処理体制を準備しておくことが重要であるこ

とから、23区連携による自治体間の情報連絡手段の強化や災害時協力協定の締結、民間

事業者等との連携、一時的な集積場所や仮置場の確保を図る。 
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４ 災害廃棄物（震災がれき等）の処理 

（１）対策内容と役割分担 

災害廃棄物（震災がれき等）の処理は、都、他区や東京二十三区清掃一部事務組合等と連

携し、仮置場等の設置場所や最終処分場を確保するなど、処理体制を迅速に整備する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対清掃・環

境部 

○ 処理体制の整備・推進 

○ 仮置場等候補地の選定 

○ 関係団体等と連携し、民間事業者を含む廃棄物関連施設や運搬車両

等の現況を把握し、施設の耐震化の促進、不足が想定されるマンパワ

ーや資機材等に対する備えを検証、確保 

災対土木部 ○ 仮置場等候補地の確保 

都環境局 ○ 区市町村を通して、都内全域の処理体制を把握 

○ 国の動向等最新の情報を把握した上で、関係局と協議し「東京都災害廃棄物対

策マニュアル（仮称）」を拡充 

○ 区市町村の応援要請に迅速に対応するため、関係機関と連携し都内の収集機材

や中間処理施設の現況を把握し、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 

○ 区市町村が処理計画を策定、見直しをする際に支援を実施 

都総務局 ○ 都の対策全般を総括 

○ 広域的な処理体制につき、連携体制の構築を推進 

 

（２）詳細な取組み内容 

区が被災自治体となることを想定して、予防対策、応急対策、復旧・復興等に必要な事項

を災害廃棄物処理のマニュアルとしてまとめ、水害への対応や都、他区、東京二十三区清掃

一部事務組合、民間事業者との協力体制等の内容を加え、「世田谷区災害廃棄物処理計画」を

策定した。 

 

５ 災害救助法等 

（１）対策内容と役割分担 

① 災害救助法の適用 

機関名 対策内容 

区 

◎本部 ○ 区長は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当するか、又は該当す

る見込みがあるときはその旨を知事に直ちに報告する体制を整備する。 

災対各部 ○ 職員は、適用基準に関して十分に理解し、迅速に対応できる体制を整

備する。 

都総務局 ○ 災害救助法による救助の程度・方法及び期間等の基準に関して、区市町村に周知

を徹底 

 

災害救助法による救助は、災害時の飲料水・食糧・医療等の応急、一時的救助を行うこ

とによって、被災者の生活と社会秩序の保全を目的として実施する。区長は、災害救助法

に基づき、都知事が救助に着手した時は、都知事を補助し、被災者に対して必要な救助を

実施する。 
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＊災害救助法（抜粋）〔資料編資料第 132・P301〕 

＊災害救助法施行令（抜粋）〔資料編資料第 133・P303〕 

＊災害救助法施行細則（抜粋）〔資料編資料第 134・P306〕 

 

② 激甚災害法の適用 

機関名 対策内容 

区 

◎本部 ○ 区長は、大規模災害が発生した場合は、知事に速やかにその被害の状

況及びとられた措置等を知事に報告する体制を整備する。 

災対各部 ○ 職員は、激甚災害指定手続等に関して十分に理解し、迅速に対応でき

る体制を整備する。 

都総務局 ○ 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）に定める事業に関して、関係各局に周知を徹底 

都各局 ○ 激甚災害法に定める事業や指定手続、必要となる報告事項等を事前に十分に理解

し、迅速に対応できる体制を整備 

 

著しく激甚である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た「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「激甚災害法」という。）が制定され

ている。激甚災害と指定された場合、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。 

 

（２）詳細な取組み内容 

① 災害救助法の適用基準 

ア 世田谷区の区域内の住家の滅失した世帯数が 150世帯以上である場合 

イ 都の区域内の住家の滅失した世帯数が 2,500 世帯以上の場合であって、区の区域内の

住家の滅失した世帯の数が 75世帯以上である場合 

ウ 都の区域内の住家の滅失した世帯数が 12,000 世帯以上の場合又は災害が隔絶した地

域で発生したものである等、災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情

がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失した場合 

エ 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合 

＊災害救助法施行令（抜粋）〔資料編資料第 133・P303〕 

 

② 被災世帯の算定基準 

 被災世帯の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又は半焼する等著しく

損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住す

ることができない状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家の滅失した１世帯

とみなす。 

＊災害救助法施行令（抜粋）〔資料編資料第 133・P303〕 

 住家の滅失等の認定 
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（ア）住家が滅失したもの 

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70%以

上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める

損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のもの 

（イ）住家が半壊・半焼する等著しく損傷したもの 

住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 20%以上 70%未満の

もの、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のもの 

（ウ）住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となっ

たもの 

上記（ア）及び（イ）に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した

程度のもの、又は土石竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態と

なったもの 

＊被害程度の認定基準〔資料編資料第 86・P188〕 

＊区市町村被害概数情報〔資料編資料第 87・P191〕 

 

 世帯及び住家の単位 

世帯とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

住家とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のアパート

等で居住の用に供している部屋が遮断、独立しており、日常生活に必要な設備を有して

いるもの等については、それぞれをもって、１住家として取り扱う。 

 

③ 激甚災害法の指定基準 

 激甚災害指定基準 

昭和 37 年 12 月７日に中央防災会議が決定した基準であり、国が特別の財政援助等の

措置を行う必要がある事業の種類別に基準を定めている。 

 局地激甚災害指定基準 

災害を市町村段階の被害の規模で捉え、激甚災害として指定すること等の基準は、昭

和 43年 11月 22日の中央防災会議にて定められた。 

＊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〔資料編資料第 135・P307〕 

＊激甚災害制度について〔資料編資料第 88・P192〕 

 

④ 災害救助基金の積立 

災害救助法に基づく応急救助の実施に要する費用については、緊急時に相当の額を必要

とするので、都は、その財源に充てるため災害救助基金を積み立ている。 

区では、災害応急対策及び災害復旧に要する経費の財源に充てるため、世田谷区災害対

策基金を積立ている。財政上必要があると認めたときは、基金に属する現金を歳計現金に

繰り替えて運用することができる。 

＊世田谷区災害対策基金条例〔資料編資料第 89・P199〕  
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６ 教育・保育対策 

（１） 応急教育のための事前準備 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ◎災対教育部 ○ 学校（園）長は、災害時における教育活動を早期に再開するため、応

急計画の内容を熟知しておく 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対教育部 

○ 学校は、災害時における教育活動を早期に再開するため、あらかじめ策定した応急

教育計画の内容を熟知し、日頃から災害時に備える。 

○ 各学校は、学校安全対策マニュアルを活用し、学校防災計画を作成するとともに、

日頃から防災訓練や安全指導、防災に関する研修を実施するなど、地域の実情を勘案

した学校の防災体制の充実を図るよう努める。 

 

（２） 応急保育のための事前準備 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
災対保健福祉部 ○ 災害時における保育活動を早期に再開するため、応急保育実施のため

の計画を作成 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対保健福祉部 

○ 保育園長は、災害の発生に備えて、次のような措置を講じておかなければならない。 

ア 園児の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置並びに保護者等との連絡方法に

関すること。 

イ 警視庁・警察署、東京消防庁・消防署（団）等との連絡網の確立に関すること。 

ウ 保育時間内に災害が発生した場合、保護者の引取りは困難と予想されるため、残

留園児の保護について対策を講じておく。 

エ 防災物資、備蓄食糧等の準備に関すること。 

オ その他必要な事項に関すること。 
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（３） 応急新ＢＯＰのための事前準備 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対教育部 

◎災対保健福祉部 

○ 災害時における新ＢＯＰ活動を早期に再開するため、応急新ＢＯＰ

実施のための計画を作成 

 

② 詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対教育部、区災対保健福祉部 

○ 事務局長は、災害の発生に備えて、学校と連携して次のような措置を講じておかな

ければならない。 

ア 児童の避難訓練、災害時の事前指導及び事後措置並びに保護者等との連絡方法に

関すること。 

イ 警視庁・警察署、東京消防庁・消防署（団）等との連絡網の確立に関すること。 

ウ 活動時間内に災害が発生した場合、保護者の引取りは困難と予想されるため、残

留児童の保護について対策を講じておく。 

エ 防災物資、備蓄食糧等の準備に関すること。 

オ その他必要な事項に関すること。 
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第２ 応急対策 

１ 被災建築物の応急危険度判定 ７ ごみ処理 

２ 被災宅地の危険度判定 ８ 災害廃棄物（震災がれき等）の処理 

３ 家屋・住家被害状況調査等 ９ 災害救助法等の適用 

４ 罹災証明書の交付準備 １０ 激甚災害の指定 

５ 義援金の募集・受付 １１ 教育・保育対策 

６ トイレの確保及びし尿の収集・運搬  

 

【住居困難者対策の流れ】   ※各計画は被害状況に応じて策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

建物倒壊 火災発生 延焼危険 

一時(いっとき)集合所 

広域避難場所 

避難所(福祉避難所) 

発災 

【被災状況調査計画】 

被害調査 

応急危険度判定 
【応急危険度判定計画】 

公的住宅 

民間住宅 

転居 

帰郷 

建設 

入居 

運営 

生活 

【応急仮設住宅建設計画】 
戸建 

応急修理 
【応急修理支援計画】 

自立再建 
【自立再建支援計画】 

個人住宅 民間住宅 公的住宅 

公的住宅建設 
【公的住宅建設計画】 

住宅再建 民間住宅入居 公的住宅入居 

【住宅復興 

支援計画】 
○マンション 

○  

○家賃補助 

○利子補助 

支
援
施
策 

自
立
再
建
困
難 

応
急
修
理
困
難 

被災状況 

新都市整備方針 【都市復興計画】 
住宅整備方針 防災街づくり基本方針 

道路整備方針  

疎開 

建設仮設住宅 

一時提供住宅 

自
宅 

施設入所 
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調査名 対象 目的 調査結果 実施主体 調査員 

被災建築物

応急危険度

判定 

被災住宅 二次災害防

止 

危険・要注意・調査済 自治体 応急危険度判

定員 

被災宅地危

険度判定 

被災宅地 二次災害防

止 

危険宅地・要注意宅

地・調査済宅地 

自治体 被災宅地危険

度判定士 

住家被害判

定 

家屋・住宅 罹災証明書

交付 

全壊・大規模半壊・半

壊 

自治体 区職員 

地震保険損

害調査 

加入した居住用

建物 

地震保険査

定 

全損・半損・一部損 損保会社 鑑定人等 

 

 

１ 被災建築物の応急危険度判定 

○ 実施目的 

被災建築物が、余震等による倒壊などから生じる二次災害を防止するため、地震発生後速

やかに建築物の被災状況を調査し、その建築物の当面の使用の可否について判定する。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対都市整備

部 

災対地域本部 

○ 地震発生後 14 日以内に終了することを目標に、二次災害の防止のた

めの被害状況の把握、被災建築物の余震等に対する危険度の判定（応急

危険度判定）を行い、必要な措置を実施 

○ 区長は、必要に応じて、都知事に対して、応急危険度判定員等の支援

を要請する。 

都 ○ 都知事は、必要であると判断する場合は、国土交通省、各道府県、及び独立行政

法人都市再生機構理事長に対し必要な応援を要請 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 

○ 応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の３種類のステッカー

により、建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者・居住者・歩

行者等に周知を図る。 

○ 対象建築物 

被災建築物のうち、次のものとする。 

① 防災上特に重要な施設 

② 民間の戸建て住宅及び共同住宅 

③ その他必要と認められる建築物 

なお、応急危険度判定の際には、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュア

ル（改訂版）」（平成 29 年９月、環境省）を参考にして、石綿飛散の防止にも配慮する。 
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また、判定は概ね地震発生後 14日以内に終了することを目標とする。 

○ 体制整備 

被災住宅等の判定業務を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施

体制を整備する。 

＊世田谷区被災建築物応急危険度判定実施要綱〔資料編 資料第 90・Ｐ○○○〕 

 

 

〔応急危険度判定の実施内容等〕※社会公共施設等として応急危険度判定を行う公的住宅を除く。 

判定対象住宅 判定の実施 

防災上特に重要

な施設 
○ 区が都や関係団体と連携して実施する。 

民間住宅 

○ 区は、都と連携し、その区域内において地震により多くの建築物が

被災した場合は、応急危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を

講じ、判定を実施する。 

区営・区立住宅 ○ 区は関係団体等と連携して実施する。 

 

２ 被災宅地の危険度判定 

○ 実施目的 

災害対策本部が設置される規模の地震又は降雨により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した

場合は、二次災害を軽減・防止するために被災宅地危険度判定の実施体制を整備する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対都市整

備部 

災対地域本部 

○ 区は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、被災

宅地危険度判定実施本部の設置その他必要な措置を講じ、判定を実施す

る。 

○ 区長は、必要に応じて、都知事に対して、被災宅地危険度判定員等の

支援を要請する。 

都 ○ 知事は、災害の規模が極めて大きく広範囲にわたるときは、必要に応じて他府県

に対して被災宅地危険度判定士の派遣等を要請し、若しくは国土交通省に対し被災

宅地危険度判定士の派遣等について調整を要請する。 

 

（１）対策内容 

【実施主体】区災対都市整備部、区災対地域本部 

○ 被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度を判定することによって、二次災害

を軽減・防止し、区民の安全の確保を図る。 

○ 宅地造成等規制法第２条第１号に規定する宅地（農地、採草放牧地及び森林並びに道

路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地）の

うち、住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める

建築物の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地が対象となる。 

○ 体制整備 



第１２章 区民の生活の早期再建 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 493 

第
１
２
章 

区
民
の
生
活
の
早
期
再
建 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

被災宅地の判定業務を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施体

制を整備する。 

＊東京都被災宅地危険度判定実施要綱〔資料編 資料第 90・Ｐ○○○〕 

○ 判定結果の表示 

被災宅地危険度判定の結果については、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」の３

種類のステッカーを宅地等の見やすい場所に表示する。当該宅地の使用者・居住者だけ

でなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるように

する。 

 

３ 家屋被害状況調査等 

（１）対策内容と役割分担 

都市復興における被害状況図や家屋被害台帳の作成等に活用するほか、住宅の応急修理、

住宅の供給等のための基礎資料とするため、被災後に、建物の被害状況を把握する。 

機関名 対策内容 

区 災対地域本部 ○ 建物の被害状況調査を行い、都本部に報告 

東京消防庁・消防署 ○ 火災による被害状況調査を実施 

都 ○ 被災区市町村の行う調査への職員の応援体制を整備・業務支援 

 

（２）詳細な取組み内容 

【実施主体】区災対地域本部 

○ 国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」「災害に係

る住家被害認定業務実施体制の手引き」等を参考とし、区の罹災証明書交付事務マニュ

アルを修正し、あらかじめ被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定める。 

○ 上記指針に基づき、住家の被害状況調査を行い、都本部に報告する。 

 

４ 罹災証明書の交付準備 

被災した世帯の再建を促進するために、国・都及び区において、住宅新築、補修に要する資

金の貸付等の各種公的融資や租税、保険料等の減免、徴収猶予などの支援措置が実施されるこ

とがある。これらの支援措置を受けるにあたり、罹災証明書が必要とされる場合が多く想定さ

れる。 

区においては、被災世帯に対して、速やかに罹災証明書を交付する。 

また、東京消防庁・消防署においては、焼損状況の調査等に基づいて、火災による罹災証明

書を交付する。 
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（１）対策内容と役割分担 

「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」に

基づき、住家被害認定調査及び罹災証明書交付のための準備を進める。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対地域本部 ○ 住家被害認定調査結果等を把握、区本部に報告し、区本部からは、都

に報告 

災対区民支援部 ○ 住家被害認定調査及び罹災証明書交付の実施体制を構築 

○ 住家被害認定調査実施に向けた計画等を策定 

東京消防庁 ○ 火災による被害状況調査の実施に向けて、区市町村と調整 

都総務局 ○ 区市町村の要請に応じて、関係機関や他の地方公共団体に対して、住家被害認定

調査等の要員確保に関する協力を要請 

○ 職員を被災区市町村へ派遣 

○ 共同利用版の被災者生活再建支援システムの利用に関する区市町村間の調整を実

施 

○ 住家被害認定調査の実施に向けて区市町村間の調整を実施 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組み内容 

① 交付手続 

○ 区災対地域本部は、管内の罹災者台帳等に基づき、被災者の申請により発行する。 

○ また、東京消防庁・消防署が発行する火災による罹災証明書は、発行窓口の開設時期、

開設場所及び必要な情報について区と協議し、罹災者の利便の向上に配慮した上で交付

する。 

○ 都は、区市町村の罹災証明書の交付手続事務のほか、家屋の現況調査に関する応援要

請に対して、他自治体や公的機関、大学等人員調整を広域的に実施し、手続を推進する。 

罹災証明書の発行手続準備 

 ・ 被災家屋等の現地調査の調査態勢の準備、現地情報の収集 

 ・ 火災による被害については、消防署と被害状況調査・発行

窓口の開設時期・場所及び必要な人員等について連携、調

整し、罹災証明書の発行手続の窓口を開設 

 ・ 要員の確保 

 

区 都 

・ 要員の確保 

・ 東京消防庁・消防署と

の連携 

被災状況

の報告 

罹災証明書の発行窓口の開設 

 ・ 窓口開設の区民への広報等 

 ・ 窓口受付時間内の要員確保 

罹災証明書の交付手続   ⇒ 

 現地被災住家調査    

    ↓ 

証明発行願提出 

    ↓ 

  証明書発行 
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○ 罹災証明の発行根拠となる、災害に係る住家被害認定調査を実施する。 

○ 被災者生活再建支援システムに最新の住民情報や家屋情報を登録するなど、システム

稼働に向けた準備や資機材の確保を行う。 

○ 住家被害認定調査の調査方針、調査体制、業務日程などを含む調査計画を策定し、調

査員及び庁内外の関係部署と共有したうえで、被害認定調査を実施する。 

○ 東京消防庁は、火災による被害状況調査の実施に向けて、区と連携を図る。 

○ 都は、区が実施する住家被害認定調査のほか、罹災証明書の交付手続事務に関する応

援要請に対して、関係機関や他の地方公共団体等人員調整を広域的に実施する。 

○ 都は、共同利用版のシステム利用自治体間における、調査表読込端末の配置や住基情

報のインポートなど必要な事項の調整を行なう。 

○ 都は、住家被害認定調査における調査対象や被害区分（全壊・大規模半壊・半壊・一

部損壊・床上浸水・床下浸水）等について区市町村間の調整を行なう。 

 

② 証明の範囲 

【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部、東京消防庁・消防署 

「災害対策基本法第２条第１号」に規定する被害の範囲で、次の事項について証明す

る。ただし、消防署長が発行する火災による罹災証明書については、東京消防庁・消防

署が別に定める。 

＊被害程度の認定基準〔資料編資料第 86・P188〕 

〔住家の被害〕 

ア 全壊 （焼）  イ 流失  ウ 半壊 （焼）  エ 床上浸水 

オ 床下浸水   カ 大規模半壊   キ 半壊に至らない 

（住家以外の被害は、り災届出兼証明書にて証明する） 

＊り災証明書・り災届出書兼証明書〔資料編資料第 92・P200〕 

 

５ 義援金の募集・受付 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支

援部 

○ 義援金の募集を行うか否かを検討し、決定 

○ 義援金の募集・受付に関して、都、日赤東京都支部、関係機関等と情

報を共有 

日赤東京都支部 ○ 義援金の募集を行うか否かを検討し、決定 

○ 義援金の募集・受付に関して、都、区市町村等と情報を共有 

都総務局 

都福祉保健局 

○ 区市町村等の義援金の募集・受付状況等を把握 

○ 義援金の募集・受付に関して、区市町村、日赤東京都支部、関係機関等と情報を

共有 
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６ トイレの確保及びし尿の収集・運搬 

（１）対策内容と役割分担 

区は、各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車両台数等を把握した上で、し尿

処理計画を策定し、都下水道局の下水道施設（水再生センター及び下水道幹線におけるし尿

受入用マンホール（区部））、東京二十三区清掃一部事務組合のし尿処理施設や民間の汚泥処

理施設などへの搬入を実施する。また、避難所などから排出される携帯用トイレ（排便収納

袋）の収集・運搬体制を構築するとともに、清掃工場へ搬入して焼却処理等を行う。 

 

機関名 対策内容 

区 

◎災対物資管

理部 

○ し尿収集車による収集を要しない災害用トイレの輸送調整 

災対地域本部 ○ 仮設トイレ等の設置状況の把握 

○ プール等を活用し、災害用トイレで必要となる生活用水を確保 

○ し尿収集車による収集を要しない災害用トイレを避難所等に確保す

るよう努める 

◎災対清掃・環

境部 

○ し尿処理計画の策定、収集・運搬体制の整備 

都下水道局 ○ 水再生センターや下水道幹線におけるし尿受入用マンホール（区部）

での、し尿の受入れ・処理 

都本部 ○ 災害用トイレに関する広域的な調整等 

都環境局 ○ し尿の収集・運搬に関する広域的な調整等 
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（２）業務手順 

 

 

（３）詳細な取組内容 

① 災害用トイレの活用とし尿の収集・運搬 

○ し尿の汲み取りを要する状況が生じた場合には、し尿の収集及び運搬に必要な車両・

作業員・資機材等の供給を協力協定締結業者に要請する。 

＊災害時におけるし尿収集車両等の供給に関する協力協定〔資料編資料協定第 70・P490〕 

＊災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定[資料編資料協定第 92～93・ｐ〇] 

○ 令和２年４月１日付で東京 23区、東京二十三区清掃一部事務組合、関連事業者との間

で、上記「災害時におけるし尿の処理、処分等に関する協定」を締結した。 

○ ２３区内のいずれか１箇所以上で震度６強の揺れを観測した場合は、この協定を優先

し、局所的な災害については、各区が締結している協定を適用する。 

○ 区は、被害状況、収集場所等の情報を基にして、汲み取りを必要とする仮設トイレ等

のし尿をし尿収集車両（バキューム車）により収集し、下水道局の水再生センター及び

下水道幹線におけるし尿受入用マンホール、東京二十三区清掃一部事務組合のし尿処理

施設や民間事業者の汚泥処理施設等に搬入する。 

○ 避難所等から排出される携帯用トイレ（排便収納袋）を平ボディ車両等で収集・運搬

し、焼却処理を行う東京二十三区清掃一部事務組合の清掃工場へ搬入する。清掃工場で

「し尿処理計画」の作成 

・ 仮設トイレ等の設置状況を把握、収集・運搬体制を計画 

・ 収集拠点の確保・周知 

・ 避難所から都下水道局の水再生センター及び下水道幹線

におけるし尿受入用マンホール（区部）、東京二十三区清掃

一部事務組合のし尿処理施設等や民間の汚泥処理施設まで

の搬入道路の被災状況の情報を収集 

・ 避難所等から排出される携帯用トイレ（排便収納袋）の

収集・運搬用車両（平ボディ車両等）の確保、清掃工場で

の焼却処理に向けた調整、清掃工場での焼却処理が困難な

場合、都を通じた被災地以外の自治体への応援要請や民間

焼却処理施設への要請 

区 都 

し尿収集・運搬の開始 

・ し尿収集車両の収集・運搬経路の確定 

・ 収集現場や搬入先等の人員配置計画の策定 

・ 交通規制等の関係機関との調整 

・ し尿収集車両（バキューム車等）確保、収集開始 

区市町村の支援 

 

・ 被災状況の 

情報収集 

広域連携 

・ 災害用トイレ

の確保 

・ し尿収集車両

の確保 

・ し尿の受入れ 
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の焼却処理が困難な場合は、都を通じて被災地以外の自治体の清掃工場での焼却処理要

請や民間事業者の焼却処理施設への要請を行う。 

○ 仮設トイレ等を設置する際には、高齢者、障害者、女性、子供等の安全性の確保等に

配慮して、多目的トイレの確保や設置場所の選定等を行う。 

○ 確保できるし尿収集車両のみでは対応できない場合に、区は、都を通じて被災地以外

の自治体等に応援を要請する。 

○ 都は、区からの要請に基づき、被災していない他の自治体や事業者団体などに対して、

し尿収集車の確保についての広域的な調整･応援要請を行う。 

○ 都内ではし尿収集車両の保有台数が極めて少ないことから、区部では、し尿を下水道

へ直接投入する方法を主として想定するなど、し尿収集車両による収集を要しないし尿

処理体制の確保に努める。 
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〔し尿の収集処理体制〕 

 

ア 発災～１週間程度までの対応 

 

 

  

 
参 考：品川清掃作業所 

処理量：１００㎘／日 

投入槽：６２０㎥×２槽 

し尿の流れ 

事務処理の流れ 

民
間
処
理
業
者 

下
水
道
（
マ
ン
ホ
ー
ル
） 

水
再
生
セ
ン
タ
ー 

し尿 
品川作業所の 

処理能力を 

超える場合 

し尿を下水道へ直接投入 

（主たる処理） 

支援（要請） 

特別区・清掃一組と共同 
（処理協定・契約調整・ 

搬入調整） 

紙おむつ等 

の可燃物 

し尿 
（バキューム収集・運搬） 

※可能な場合 

し
尿 

国 

他
府
県 

広域処理調整・ 

バキューム車要請 

補助・支援（要請） 

投入マンホール 

の指定 

都 

各 

区 

東
京
二
十
三
区
清
掃 

一
部
事
務
組
合 

品
川
清
掃
作
業
所 
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イ 発災～１週間程度以降の対応 

 

 

 

② 避難所等における対応 

 避難場所における対応 

○ 生活用水を確保し、下水道機能の回復を図る。 

○ 水洗トイレが不足する場合は、仮設トイレ等を確保し、対応する。 

○ 避難場所等において、非常用便槽等を活用できる施設がある場合は、区市町村は備

蓄した組立てトイレ等により対応する。 

 

 避難所における対応 

○ 発災時は、し尿収集車両によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想されることか

ら、区は、可能な限りし尿収集車両による収集を要しない災害用トイレ（携帯トイレ

 
参 考：品川清掃作業所 

処理量：１００㎘／日 

投入槽：６２０㎥×２槽 

し尿の流れ 

事務処理の流れ 

民
間
処
理
業
者 

下
水
道
（
マ
ン
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ー
ル
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水
再
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搬入調整） 

紙おむつ等 

の可燃物 

し尿 
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※可能な場合 

し
尿 

品
川
清
掃
作
業
所 

国 

他
府
県 

広域処理調整・ 

バキューム車要請 

補助・支援（要請） 

投入マンホール 

の指定 

都 

各 

区 

東
京
二
十
三
区
清
掃

一
部
事
務
組
合 

し
尿 



第１２章 区民の生活の早期再建 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 501 

第
１
２
章 

区
民
の
生
活
の
早
期
再
建 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

（排便収納袋）、マンホールトイレ等）を活用し、対応する。 

○ 区は、し尿収集車両（バキューム車）の確保に努めるとともに、携帯用トイレ（排

便収納袋）の収集・運搬が可能な車両（平ボディ車等）の確保にも努める。 

○ 区は、備蓄分が不足した場合には、都を通じて被災地以外の自治体等に応援を要請

し、都は広域応援等により必要数を確保する。 

 

 事業所・家庭等における対応 

○ 上水機能に支障が発生している場合には、河川水、非常災害用井戸等によって水を

確保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。 

○ 下水道の機能に支障が発生している場合には、事業所・家庭における備蓄（携帯用

トイレ）を活用する。 

 

７ ごみ処理 

震災時におけるごみの収集・運搬にあたっては、人命や財産の保護、衛生上の措置を優先的

に講じながら、個々の災害の状況を踏まえ、可能な限り迅速に対応することとする。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

災対清掃・環境

部 

○ 所管区域内の被災状況を把握 

○ ごみの発生推定量の算出、収集・運搬体制や一時的な集積場所の確保

など、ごみ処理計画の速やかな策定 

都環境局 ○ 広域的な支援要請を実施 

○ 災害廃棄物処理に関して、国と国庫補助等の調整 

○ 区の要請に応じて、収集･運搬機材や人員等の派遣 

都総務局 ○ 都本部の下、災害廃棄物処理のほか応急対策全般に関する調整 

○ 環境局と連携し、ごみ処理対策に関して広域的に協議 

 

（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対清掃・環境部、東京二十三区清掃一部事務組合 

○ 区を実施主体とし、他区や東京二十三区清掃一部事務組合と連携し、都等との情報共

有や連携を密にして対応する。 

① 収集体制(応援体制）の整備  

 ごみの収集・運搬は、清掃事務所間での職員や清掃車両等の相互応援、関係事業者

との連携により行うとともに、必要に応じて都を通じて被災地以外の他自治体等への

応援要請を行い、収集・運搬体制の整備を図る。 

② 収集作業等 

 震災後におけるごみの収集・運搬作業を開始するにあたっては、清掃工場等への搬

入について東京二十三区清掃一部事務組合との調整を行う。 

区民等に対しては、震災時のごみは収集可能な場所に設けられた臨時集積所に排出

するよう指導する。なお、清掃工場等への搬入が困難な場合は、幹線道路に面した公
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有地等のオープンスペースを一時的な集積場所として活用し、収集・運搬の迅速化を

図る。 

 

〔ごみの収集・運搬体制〕 

 
 

 

  

区(災害対策本部） 

区(災対清掃・環境部） 

事業課 

清掃事務所 

応援要請 

臨時ごみ集積所等 

避難所ごみ集積所 

一時的な集積場所 

収集・運搬 

都(災害対策本部） 応援要請 

都環境局 

東京都廃棄物 

埋立処分場 

他自治体等 応援要請 

東京二十三区 

清掃一部事務組合 

清掃工場 

不燃・粗大処理施設等 

収集・運搬 

焼却灰等運搬 

応援 

応援 

運搬 



第１２章 区民の生活の早期再建 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

 503 

第
１
２
章 

区
民
の
生
活
の
早
期
再
建 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

８ 災害廃棄物（震災がれき等）の処理 

（１）対策内容と役割分担 

災害により発生した災害廃棄物（震災がれき等）は一般廃棄物となるため、区が一義的に

処理責任を負うこととなる。平成 27 年３月に 23 区で策定した「特別区災害廃棄物処理対策

ガイドライン」や区の災害廃棄物処理計画に沿って、区の被災状況等や委託要請を踏まえ、

他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携や民間事業者からの協力等を得て、区の処理

体制を構築するとともに、都への仮置場等の候補地の提供依頼や被災地以外の自治体等への

応援要請、最終処分場等の確保なども踏まえ、再利用、適正処理を基本とした迅速な処理を

実施する。 

機関名 対策内容 

区 

災対清掃・環境部 ○ 23区策定の「処理対策ガイドライン」や区災害廃棄物処理計画等

に沿って対応 

○ 被災状況を都に報告し、必要に応じて被災地以外の自治体等への

応援を要請 

○ 所管区域内の被災状況を確認し、災害廃棄物（震災がれき等）の

発生推定量を算出、集積場所や最終処分場を決定し、「災害廃棄物処

理実行計画」を策定 

災対土木部 ○ 区災害廃棄物処理計画等に沿って対応 

災対都市整備部 ○ 区災害廃棄物処理計画等に沿って対応 

都建設局 ○ 緊急道路障害物除去路線上の障害物やがれきの道路障害物除去作業を実施、

関係各局に報告 

都総務局 ○ 都本部のもと、応急対策全般に関する調整とともに、環境局、建設局等と連

携し、がれき処理対策に関して協議 
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（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対清掃・環境部、区災対土木部、区災対都市整備部、東京二十三区清掃一

部事務組合、都第二建設事務所 

① 災害廃棄物（震災がれき等）処理計画 

 災害廃棄物（震災がれき等）処理の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緊急道路障害物除去による「がれき」 

各家庭等から排出される災害廃棄物、 

倒壊建物の解体・撤去による災害廃棄物 

一次仮置場 

一部破砕 

二次仮置場 

一部破砕 

運搬・分別 

金
属
く
ず 

そ
の
他 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
ら 

廃
木
材 

金属類の再利用 

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 廃木材・ｺﾝｸﾘｰﾄが

ら破砕処理施設 

民間施設 

等の活用 

廃木材の簡易破砕機等 

ｺﾝｸﾘｰﾄがらの再利用 

路盤材・裏込材・埋め戻し材等 

廃木材の再利用 

チップ化等 

清掃工場 

最終処分場 

地区集積所 

民間事業者処理施設、 

他自治体処理施設（広域処理） 
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【参考】23区での災害廃棄物（震災がれき等）処理の流れ 

 

 

※ 仮設処理施設整備に関し、中間処理直前の「震災がれき」を置く三次集積所を併設する。 

 

  

 
がれき等の流れ 

事務処理の流れ 

他
府
県 

民間事業者処理施設（焼却） 

広域処理調整 

・重機等要請 

支援（要請） 

契約調整 資源 

可燃物 

（産廃は除く） 

最終処分 

共同設置 

調整 

破砕 

焼却 

がれき 

調整 

（用地等） 

が
れ
き 

が
れ
き 

資
源
化
が
れ
き 

国

 

補助・支援（要請） 

東
京
二
十
三
区
清
掃 

一
部
事
務
組
合 

都 

中
防
処
理
施
設 

各 

区 

最終処分 

再利用・

資源化 

仮設処理施設 

（※） 

可
燃 

不
燃 

民
間
事
業
者
処
理 

施
設
（
破
砕
処
理
） 
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〔災害廃棄物（震災がれき等）処理のタイムスケジュール〕 

段 階 都 区市町村 

第１段階 

 

 

発災直後 

～ 

２週間程度 

 

 

（フローチ

ャートのと

おり） 

  

  「がれき処理対策班」

の設置 

  緊急道路障害物除去

等による震災がれきの

除去 

  被害状況の把握 

  域内発生量の予測 

  必要な組織の設置 

  区市町村災害廃棄物

処理実行計画の作成 

他区、東京二十三区清

掃一部事務組合との連

携、民間事業者等の協力 

第２段階 

 

 

第１段階終了後 

２週間程度 

 
  解体等の受付開始に

伴う準備 

（解体業者等との契約、

がれき仮置場の確保、

受付窓口の決定等） 

 

第３段階 

 

 

発災１か月後 

以降 

 
 災害廃棄物処理実行計

画の策定 

  解体・撤去作業及び震

災がれきの処理 

 

 

  

家屋情報提供に関する区との調整 
 

公共施設の解体に伴う仮置場等の確保 

集積場所の確保に関する支援 

広域的な再利用の実施等に係る連絡調整 

緊急道路障害物等による震災がれきの処理 

「東京都災害廃棄物対策本部（仮称）」の設置 

災害廃棄物（震災がれき等）の発生量予測 

国庫補助に関する国との調整等 

東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）策定 

仮置場等候補地の把握 

有害物質に関する対策 

廃棄物処理施設等の被災状況調査 

区市町村との連絡調整 

最終処分場に関する調整 

災害時広報 

広域連絡及び応急要請 
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〔発災直後から２週間までの作業行程〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理の基本方針 

震災による建物の焼失、倒壊及び解体により発生する廃木材及びコンクリートがら等

の再利用、適正処理を基本として処理を行い、埋立処分量の削減を図る。 

災害廃棄物（震災がれき等）の処理にあたっては、アスベストなど有害物質、危険物

質の分別や処理処分も含め、各区・東京二十三区清掃一部事務組合の連携が不可欠であ

ることから、23 区一体で検討を進めている。平成 27 年３月に「特別区災害廃棄物処理

対策ガイドライン」を策定し、令和２年４月１日付で２３区、東京二十三区清掃一部事

務組合、関係団体の間で「災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定」を

締結した。 

＊災害時における災害廃棄物の収集及び運搬に関する協定[資料編資料協定第 94～95・ｐ〇] 

また、国の「災害廃棄物対策指針」、都の「災害廃棄物処理基本計画」等を踏まえ、23

区・東京二十三区清掃一部事務組合とともに、都や関係団体と連携して処理に取り組む。 

＊ 災害廃棄物（震災がれき等）は、法的（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）には

都 区 

緊
急
輸
送
道
路
障
害
物
除
去

 

臨時組織 

東京都災害廃棄物対策本部（仮称）設置 

国庫補助対象 

の調整 

 

がれき処理 

対策班設置 

 

被害状況把握 

 

解体受付準備 

（区） 

家屋情報等 

提供の調整 東京都災害廃

棄物処理推進

計画（仮称）

策定 

災害廃棄物（震災がれき等）処理開始 

公費による

対象範囲を

通知 

調整・提供 

通  知 

支  援 

地 震 発 生 



第１２章 区民の生活の早期再建 

第５節 具体的な取組み／第２ 応急対策 

508 

第
１
２
章 

区
民
の
生
活
の
早
期
再
建 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

一般廃棄物と位置付けられるため、被災自治体が中心となってその処理を担うことに

なる。しかし、平常時に自治体が取扱う一般廃棄物とは性状や分別の度合いも大きく

異なる。例えば、平常時の家屋解体に伴い生じる廃棄物は産業廃棄物として位置付け

られており、建設リサイクル法に基づく分別排出、再利用（再資源化）されるが、震

災時には倒壊した家屋や家財に土砂・岩石等が混ざるなど混合状態で排出されること

が予想される。その排出状態によっては、平常時には受入れられていた処理・処分施

設への搬入ができなくなることから、災害の規模や内容に応じて特別な処理体制を構

築する必要がある。 

 

 がれき処理対策班の設置 

発災後、区は ｢震災がれき｣ の処理を行う臨時組織である ｢がれき処理対策班｣ を設

置する。「がれき処理対策班」は、区の被害状況(廃棄物処理施設、家屋等)及び発生量の

推計を都に報告するとともに、区の処理の基本方針を明らかにした災害廃棄物処理基本

計画を策定し、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携、民間事業者等の協力、

都や国の支援などを受けながら処理する。 

 

 緊急道路啓開作業に伴う ｢震災がれき等｣ の搬入 

発災直後、救援活動を円滑に行うため実施する道路啓開作業により収集した「がれき」

を「震災がれき等」仮置場等に搬入し、廃木材、コンクリートがら、金属くず等に分別

する。 

 

 ｢震災がれき｣ の撤去及び倒壊建物の解体 

｢震災がれき｣撤去に関しては、がれき処理対策班において区民からの申請を受け付け、

適正に処理する。 

なお、倒壊建物の解体は原則的に所有者が行うこととするが、個人住宅等について国が

特例措置を講じた場合は、倒壊建物の解体等に関しても「震災がれき」撤去と同様に処

理する。 

また、撤去及び倒壊建物の解体にあたっては、「東京都震災がれき処理マニュアル」（平

成 25年８月、東京都）、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版）」

（平成 29年９月、環境省）等を参考にして、石綿の飛散防止に配慮する。 

 

 「がれき仮置場」の設置 

災害の規模や状況にもよるが、区内で発生する震災がれきの推計量が膨大な量であり、

仮置場等の設置場所については、ある程度まとまった空間スペースを有する区立公園等

を候補地とし、周辺の状況（道路幅員等）を踏まえて設置していくこととする。なお、

仮置場等で分別等の処理を行ったがれきは、できる限りリサイクル処理を行い、埋立処

分場等へ負担を極力軽減するよう努める。 

仮置場等のうち、「がれき仮置場」を区立公園等９箇所に設置する。また､容量を超え

た場合には、都立公園２箇所（駒沢・蘆花）に「がれき仮置場」を設置する。 

＊がれき仮置場一覧〔資料編資料第 95・P205〕 
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 「東京都災害廃棄物対策本部（仮称）」の設置 

都環境局は、速やかに被災区市町村及び各機関間との連携を図り、がれき処理を円滑

に実施することを目的に、都本部の下に、東京都災害廃棄物対策本部（仮称）を設置す

る。 

〔がれき処理部会の構成等〕 

○ 構成局 

都環境局・都総務局・都財務局・都主税局・都都市整備局・都建設局・都港湾局 

 

 「特別区災害廃棄物処理対策本部」の設置 

令和２年４月１日付で、２３区と清掃一組との間で「災害廃棄物の共同処理等に関す

る協定」を締結した。災害廃棄物の共同処理を円滑に実施するため、「特別区災害廃棄物

対策本部」を設置して以下の役割を担う。  

・災害廃棄物の共同処理における基本方針、基本施策策定に関すること。 

・関係者間の情報の収集、整理及び共有化に関すること。 

・車両の配車（東京二十三区清掃協議会が担任する事務を除く。）並びに二次仮置場及

び仮設処理施設等への搬入の調整に関すること。 

・二次仮置場及び仮設処理施設の設置及び運営の調整に関すること。 

・民間施設での処理及び広域処理の調整に関すること。 

・共同処理に係る国庫補助の調整に関すること。 

・その他、災害廃棄物の共同処理の調整に関すること。 

 

② 土石、竹木等の除去 

災害救助法施行令第８条にいう｢災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等

で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去｣については、災害救助法に基づき、

次に該当する住家を早急に調査の上実施する。 

ア 自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することのできない者であること(生

活保護法の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等)。 

イ 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれて

いるか又は敷地等に運び込まれているため、家への出入りが困難な状態にある場合

であること。 

ウ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること(本宅に障害物が運び込まれても別宅

がある場合等は対象とならない)。 

エ 半壊したものであること(全壊の住家は対象とならない)。 

オ 原則として災害救助法適用の原因となった災害によって住家が直接被害を受けたも

のであること。 
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９ 災害救助法等の適用 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
本部 ○ 区は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見

込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告 

都 ○ 知事は、災害救助法の適用について、事前に内閣総理大臣にその旨を連絡 

○ 都本部が設置されている場合は、本部長室の審議を経て災害救助法の適用を決

定。災害救助法適用の際には速やかに公布 

 

（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

＊災害救助法適用の流れ〔資料編資料第 96・P206〕 

 

１０ 激甚災害の指定 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 ○ 激甚災害に関する調査報告 

区長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮し

て、災害状況等を調査し、知事に報告 

○ 特別財政援助等の申請手続等 

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、都各局

に提出 

都総務局 

都関係局 

○ 激甚災害に関する調査報告 

•  都内に大規模な災害が発生した場合、知事は、区市町村の被害状況等を検討の上、

激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業について、関係各局に必要な調

査の実施を指示 

•  局地激甚災害の指定は関係各局が翌年当初に必要な調査を実施 

•  関係各局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚災害

法に定める必要な事項を調査、都総務局に提出 

•  都総務局長は各局の調査をとりまとめ、激甚災害の指定に関して都本部に付議 

•  知事は、区市町村長の報告及び前記各局の調査結果をとりまとめ、内閣総理大臣

に報告 

○ 特別財政援助等の申請手続等 

•  都関係局は、激甚災害法に定められた事業を実施 

•  激甚災害の指定を受けたときは、都関係局は、事業の種別ごとに激甚災害法及び

算定の基礎となる法令に基づき負担金、補助等を受けるための手続その他を実施 

被災都道府県 被災市町村 

 
災害対策本部 

災害対策本部 

災害救助 

担当部局 

災害救助 

担当部局 

災害救助法の適用 

被害状況等の情報提供 

応援職員の派遣 

救助・権限の委任 

通知・公示 
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（２）業務手順 

【激甚災害指定の手続フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組内容 

① 激甚災害指定の手続 

○ 激甚災害の指定は、昭和 37 年 12 月 7 日に中央防災会議が決定した指定基準があり、

国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業を種類別に定めている。 

○ 局地激甚災害の指定は、市町村段階の被害の規模で捉え、その指定基準は、昭和 43年

11月 22日中央防災会議で定めている。 

○ 区長は、災害が発生した場合は、速やかに、その災害の状況及びこれに対してとられ

た措置の概要を都知事に、都知事は内閣総理大臣に報告する。（「災害対策基本法第 53条」） 

○ 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、都知事等の報告に基づき、中央防災

会議の意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

○ 中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、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、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

② 激甚災害に関する被害状況等の報告 

○ 区長は、その区域内に災害が発生した場合は、「災害対策基本法第 53 条第１項」に定

めるところにより、速やかに、その被害状況等を都知事に報告するものとする。 

○ 被害状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するま

での間、次に掲げる事項について行うものとする。 

ア 災害の原因 

イ 災害が発生した日時 

ウ 災害が発生した場所又は地域 

エ 被害の程度 （「災害対策基本法施行規則別表第１」に定める事項） 

(通報) 

(報告) 

(報告) 
災
害
発
生 

(

復
旧
事
業
費
等) 

 

政
令
公
布 

地 

域 

適
用
条
項 

災
害
名 

 

内
閣
総
理
大
臣 

閣 

議 

決 

定 

指定行政機関の長 

知  事 

指定公共機関の代表者 

中 央 防 災 会 議 

激 甚 災 害 指 定 基 準 

局 地 激 甚 災 害 指 定 基 準 

(調査) 

(諮問) (答申) 

区長 
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オ 災害に対しとられた措置 

カ その他必要な事項 

 

１１ 教育・保育対策 

（１） 応急教育 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

災対教育部 ○ 教職員はあらかじめ定められた学校（園）防災計画に基づき適切に行

動 

○ 応急教育を実施する場所の選定・確保 

○ 応急教育実施計画に基づき、教育活動を再開 

○ 学用品等の調達及び支給 

 

② 詳細な取組内容 

【実施主体】区災対教育部 

 災害時の態勢 

○ 学校（園）長は、災害の状況に応じ、適切な緊急避難の指示を与えるとともに教職

員はあらかじめ定められた学校（園）防災計画に基づき適切に行動する。 

○ 学校（園）長は、災害の規模、幼児・児童・生徒・教職員及び施設設備の被害状況

を速やかに把握する。 

○ 学校（園）長は、担当の拠点隊（及び区災対教育部）に対し被害状況等を報告する

とともに、校舎の管理に必要な職員を確保し、万全の態勢の確立に努める。 

○ 学校長は、学校に避難所が開設された場合、施設の長としてその開設、運営に積極

的に協力する。 

○ 学校長は、応急教育実施のため臨時の学級編成を行うなど災害の状況に応じた教育

活動の再開に努める。 

○ 学校（園）長は、応急教育の実施にあたって、区災対教育部に報告するとともに、

速やかに幼児・児童・生徒及び保護者に周知徹底を図る。 

 

 応急教育を実施する場所の選定・確保 

○ 学校長は、校舎等の被害状況及び避難所の開設状況を踏まえ、校内で応急教育を実

施する場所を選定・確保する。 

○ 区災対教育部は、校舎の被害が大きい等の理由により、当該学校の外に応急教育を

実施する場所を定めなければならない場合には、隣接校、区内学校、区有施設、区内

民間施設、区外学校及び区外民間施設等、応急教育を実施する施設・場所を選定・確

保するよう努める。 
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 災害復旧時の態勢 

○ 学校（園）長は、教職員を掌握するとともに、校舎の被害状況を調査し、区災対教

育部と連携し、教育活動の早期再開に向け、給食の再開準備や教科書及び教材の給与

に協力する態勢の確保に努める。 

○ 区災対地域本部及び区災対教育部は、被災学校（園）との情報及び指令の伝達につ

いて万全を期すよう努める。 

○ 学校（園）長は、区災対教育部からの指示事項を徹底させるよう努める。 

○ 応急教育計画に基づき、教育活動を再開した場合には、登下校の安全の確保に万全

を期すよう留意し、指導内容は主として健康及び子どものこころのケア、安全教育、

生活指導に重点を置くようにする。なお、応急教育計画は、被害状況及び復旧状況等

に応じて各校で適宜見直し、運用するものとする。 

○ 学校（園）長は、避難した幼児・児童・生徒について、教職員の分担を定め、地域

ごとに実情の把握に努め、避難先を訪問させるなどして上記に準じた指導を行うよう

努める。 

○ 学校（園）長は、災害の推移を把握し、区災対教育部と密接な連携のうえ、平常授

業に戻るように努め、その時期については早急に保護者に伝える。 

 

 学用品等の調達及び支給計画 

○ 支給の対象 

り災児童・生徒に対し被害の実情に応じ、学用品等を支給する。 

○ 支給の方法 

学用品の購入は原則として都知事が行い、その配分を区に委任するが、迅速に給与

するため、区長が職権の委任を受け、調達から配分までの業務を行う場合の計画を策

定する。 

○ 支給の期間 

災害発生の日から教科書については１か月以内、文房具及び通学用品については 15

日以内。ただし、交通、通信等の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想され

る場合には、知事が厚生労働大臣の承認を受け、必要な期間を延長する。 

○ 費用の限度 

（ア）教科書 

支給する教科書(教材を含む)の実費(「災害救助法」が適用された場合教科書は無

償)  

（イ）学用品 (文房具及び通学用品）  

「災害救助法施行規則」の直近の改正で定める額 
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（２） 応急保育 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 
◎災対保健福

祉部 

○ あらかじめ定められた応急保育計画に基づき適切に行動 

○ 応急保育を実施する場所の選定・確保。 

 

② 詳細な取組内容 

【実施主体】区災対保健福祉部 

○ 施設の被災状況、施設使用可否等の情報収集及び区災対保健福祉部内、保育園等で

の周知を行う。 

○ 区災対保健福祉部内庶務、各担当への連絡調整、その他全般の調整を行う。 

○ 総務・情報連絡班との連絡調整を行う。 

○ 各保育園、私立保育園等からの園児等安否情報の集約を行う。 

○ 園児緊急保育の実施準備と決定を行う。 

○ 家族と離散した乳幼児等を対象とした緊急保育の実施準備と決定を行う。 

 

（３） 応急新ＢＯＰ 

① 対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

◎災対教育部 

◎災対保健福

祉部 

○ あらかじめ定められた応急新ＢＯＰ計画に基づき適切に行動 

○ 応急新ＢＯＰを実施する場所の選定・確保 

 

② 詳細な取組内容 

【実施主体】区災対教育部、区災対保健福祉部 

○ 各校・児童館の被災状況、施設使用可否等の情報収集及び区災対保健福祉部内、各

校・児童館等での周知を行う。 

○ 各担当への連絡調整、その他全般の調整を行う。 

○ 総務・情報連絡班との連絡調整を行う。 

○ 各校・児童館からの児童等安否情報の集約を行う。 

○ 児童緊急新ＢＯＰの実施準備と決定を行う。 

○ 緊急新ＢＯＰの実施準備と決定を行う。 
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第３ 復旧対策 

１ 罹災証明書の交付 

２ 被災住宅の応急修理 
１０ 租税等の徴収猶予及び減免等 

３ 応急仮設住宅の供給 １１ その他の生活確保 

４ 公的住宅等の応急修理 １２ 中小企業への融資 

５ 建築資材等の調達 １３ 農林漁業関係者への融資 

６ 被災者の生活相談等の支援 １４ 応急金融対策 

７ 義援金の募集・受付・配分 １５ 災害廃棄物（震災がれき等）処理の実施 

８ 被災者の生活再建資金援助等 １６ 災害救助法の運用等 

９ 職業のあっせん  

 

１ 罹災証明書の交付 

（１）対策内容と役割分担 

「災害発生時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」

に基づき、住家被害認定調査を実施し、罹災証明書を交付するとともに、被災者台帳を

作成する。 

機関名 対策内容 

区 

災対区民支援部 ○ 住家被害認定調査の結果に基づき、罹災証明書の交付を支援 

○ 必要に応じて住家被害の２次調査を実施 

○ 被災者台帳を作成し、被災者生活再建支援の進捗状況を管理 

災対地域本部 ○ 罹災証明書の交付調整 

○ 罹災証明書の交付 

都総務局 ○ 罹災証明書交付窓口の開設時期等について区市町村間の調整を実施 

○ 住家被害状況や被災者に対する支援状況の全体像の把握 

東京消防庁 ○ 消防署と区市町村が連携し、発行時期や発行場所等について調整を図り、火災の

罹災証明書の交付の支援を実施 

 

（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部、都総務局、東京消防庁 

○ 都総務局は、罹災証明書交付窓口の開設時期等に関する区市町村間の調整を行なう。

また、住家被害認定調査や罹災証明書の交付が進捗する中で課題が発生した場合につ

いても調整を行なう。 

○ 都総務局は、都の復興計画の策定に向けて、住家被害状況の全体像を区市町村から

把握する。また被災者に対する支援状況についても全体把握し、都における支援策の

検討に活用する。 

○ 東京消防庁は、火災による被害状況調査及び罹災証明書の発行について、区市町村

と連携を図る。 

○ 区は、住家被害認定調査を実施するとともに調査結果をデータ化し、罹災証明書の



第１２章 区民の生活の早期再建 

第５節 具体的な取組み／第３ 復旧対策 

516 

第
１
２
章 

区
民
の
生
活
の
早
期
再
建 

震
災
編 

第
２
部 

施
策
ご
と
の
具
体
的
計
画 

震
災
編 

第
１
部 

総
則 

震
災
編 

第
３
部 

災
害
復
興
計
画 

震
災
編 

第
４
部 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
等
防
災
対
策 

交付に備える。 

○ 区は、住家被害認定調査の進捗状況や仮設住宅入居などの日程を確認しながら、交

付日程について庁内調整するとともに、交付場所や資機材を確保する。また、都や区

市町村と交付日程の足並みを揃えるなど調整をしたのち、交付日程等について被災者

に広報する。 

○ 区は、住家被害認定調査の結果を被災者に説明しながら罹災証明書を交付し、被災

者から同意が得られない場合には第２次調査を実施する。 

○ 区は、罹災証明書交付時に確定した情報等を基に被災者台帳を作成し、被災者の生

活再建支援の進捗状況を管理する。 

○ 区は、火災による被害状況調査及び罹災証明書の交付について、東京消防庁と連携

を図る。 

 

２ 被災住宅の応急修理 

（１）対策内容と役割分担 

首都直下地震等の発災時には、災害救助法に基づき、被災した住宅の居住性を維持す

るため、居住に必要な最小限の応急修理の実施が必要となる。 

このため、都は、応急修理の必要規模について迅速に調査の上、区に募集・受付・審

査等について委任するとともに、応急修理方針等を策定し、区、関係機関への周知、応

援体制の確保を図る。原則として、区は、応急修理の募集・受付・審査等の事務を行う。 

機関名 対策内容 

区 災対都市整備部 ○ 都が提示する募集選定基準等をもとに、募集・受付・審査を実施 

都住宅政策本部 ○ 居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持 

○ 応急修理の実施に係る方針（受付基準、金額等）の決定 

○ 関係団体及び協力業者との連絡調整 

 

 

（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対都市整備部、都住宅政策本部 

≪都住宅政策本部≫ 

○ 応急修理方針等を策定する。 

○ 事前協定等に基づき、関係団体等に対して協力要請をする。 

○ 緊急起工に係る事務手続・調整を行う。 

○ 区市町村に対して募集・受付・審査等を事務委任する。 

○ 人員の不足が見込まれる場合は、都本部に支援を要請する。 

 

① 住宅の応急修理の概要 

 応急修理の目的 

災害救助法が適用された地域において、都は震災により住家が半壊、半焼若しくはこ

れらに準ずる程度の損傷を受けた場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災し

た住宅の居住性を維持する。取壊しに伴うがれきの発生や応急仮設住宅の需要の低減を
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図る。 

 対象者 

災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力

では応急修理ができない者及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難である

程度に住家が半壊した者。 

 応急修理事務の実施 

都が定める実施要領に基づき、都から委任され実施を決めた区は、被災者からの応急

修理の申込を受け付け、区長が発行する罹災証明書等により、対象者であることを確認

し、対応する。 

 対象戸数 

対象戸数は、都知事が決定する。 

 修理 

都が、一般社団法人東京建設業協会又は全国建設労働組合総連合東京都連合会のあっ

せんする応急修理を行うことができる建設業者のリストを提示し、それを参考に区が作

成したリストの中から被災者が選定した業者が、居室、炊事場、トイレ等生活上欠くこ

とのできない部分の修理を行う。 

 経費 

１世帯当たりの限度額は、国の定める基準以内。 

 期間 

原則として、災害発生の日から１か月以内に完了する。 

 帳票の作成 

応急修理を実施した場合、区及び都は、必要な帳票を整備する。 

 体制整備 

住宅の応急修理を行うために必要となる作業体制確保等について検討し、実施体制を

整備する。 

 

３ 応急仮設住宅等の供与 

（１）対策内容と役割分担 

区及び都は、被害状況に応じて、災害救助法に基づき、住家が全壊、全焼又は流出し、居

住する住家が無い者であって、自己の資力では住家を得ることができない被災者に対して、

応急仮設住宅等を迅速かつ的確に供与する。 

区内において、十分な戸数を確保できない場合は、速やかに都及び他自治体に対し、応急

仮設住宅の供与について協力要請を行う。 

機関名 対策内容 

区 

災対都市整備

部 

○ 応急仮設住宅の供給 

○ 不足分に対する都及び他自治体への協力要請 

○ 必要に応じて、工事監理への協力に努めるとともに、入居者の募集・

受付・審査等の事務を行う。 

都住宅政策本部 ○ 応急仮設住宅等（公営住宅等の空き住戸利用、借上型仮設住宅及び建設型仮設住

宅）の必要量を迅速に把握し、応急仮設住宅等供給方針を作成・公表 
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機関名 対策内容 

○ 応急仮設住宅等の供与に係る建設業務や既存空き住戸の確保業務などを開始する

とともに、住宅種別毎に募集計画等を策定し、区市町村、関係機関への周知、応援

体制の確保を図る。 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都住宅政策本部≫ 

○ 応急仮設住宅等供給方針を策定する。 

○ 公的住宅の空き住戸を確保する。 

○ 借上型仮設住宅の確保に向け、事前協定に基づき、関係団体へ協力を依頼する。 

○ 建設型仮設住宅の計画・建設を開始する。必要に応じて、区に工事監理等を委任する。 

○ 募集・受付・審査等の業務について、区に事務委任するとともに、募集計画等を提示

する。 

 

① 建設型応急住宅 

 建設主体 

応急仮設住宅の設置は、災害救助法適用後は都が行い、区はこれに協力する。 

ただし、災害救助法が適用されない場合その他で、区長が特に必要と認めた場合は、

区において設置する。 

 

 供給戸数 

供給戸数は、都知事が決定する 

 

 建設用地の選定 

（ア） 区はあらかじめ次の点を考慮のうえ、建設候補地を定めておくものとする。 

○ 接道及び用地の整備状況 

○ ライフラインの状況（埋設配管） 

○ 避難所などの利用の有無 

（イ） 都は、建設候補地の中から、建設地を選定する。 

（ウ） 各区市町村の区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な場合など、必要に応

じて区市町村相互間で調整を行う。 

（エ） 区は、常に最新の建設予定地の状況を把握し、都の求めに応じて報告する。 

＊災害時における生産緑地の活用と協力に関する協定〔資料編資料協定第 127・P578〕 

 

 住宅の規模及び構造等 

（ア） 平屋建て・２階建ての軽量鉄骨系プレハブ・木質系プレハブ、木造、又はユニッ

トとし、必要に応じて、高齢者や障害者世帯に適した設備・構造の住宅とする。 

（イ） １戸あたりの床面積は 29.7㎡を基準とし、世帯人数に応じた規模の仮設住宅の供

給に努める。 

（ウ） １戸あたりの設置費用については、国の定める基準による。 
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（エ） 住宅は、災害発生の日から 20日以内に着工する。 

（オ） 工事の監督は都が行うが、これにより難い事情がある場合には、区に委任するこ

とができる。  

＊災害時における応急対策業務に関する協定書〔資料編資料協定第 128・129・P580〕 

 

 その他 

応急仮設住宅を同一敷地内、又は近接する地域内におおむね 50戸以上設置した場合は、

居住者の集会等に利用するための施設を、近隣の既存集会施設等の設置状況を勘案した

上で整備する。 

 

② 賃貸型応急住宅 

区及び都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。 

 

③ 公的住宅の活用による一時提供型住宅  

都は都営住宅等の空き家等を確保するとともに、独立行政法人都市再生機構、東京都住

宅供給公社及び区市町村等に空き家等の提供を求め、被災者に供給する。 

区は、区営住宅等の空室を確保し、被災者に供給する。 

 

（３） 入居資格 

次の各号の全てに該当する者のほか、都知事が必要と認める者とする。 

○ 住家が全焼、全壊又は流失した者 

○ 居住する住家がない者 

○ 自らの資力では住家を確保できない者 

使用申込みは１世帯１箇所限りとする。 

 

（４） 応急仮設住宅の管理及び入居期間 

○ 応急仮設住宅の管理は原則として、供給主体が行う。 

○ 区は、入居者の管理を行うとともに、必要な帳票を整備する。 

○ 応急仮設住宅の入居期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ知事が

定める。 

〔建設型仮設住宅〕 

事 項 内 容 

建設候補地 

の確保 

○ 区市町村は、あらかじめ次の点を考慮の上、建設候補地を決定 

 ・接道及び用地の整備状況 

 ・ライフラインの状況（埋設配管） 

 ・避難場所などの利用の有無 

○ 都は、常に最新の建設候補地の状況を把握しておくために、年１回区

市町村から報告を求める。 
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事 項 内 容 

○ 都住宅政策本部は、区市町村から建設候補地の報告を受けた際、東京

消防庁・消防署に情報を提供 

建設地 

○ 都は建設予定地の中から建設地を選定する。建設に当たっては、二次

災害の危険がないよう配慮 

○ 選定に当たり、各区市町村の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確

保が困難な場合には、都との調整を踏まえ、区市町村相互間で戸数を融

通し割り当てる。 

○ 都住宅政策本部は、建設地及び建設計画が決定した際、東京消防庁・

消防署に必要な情報を提供 

構造及び 

規模等 

○ 平屋建て・２階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又

はユニットを標準とし、必要に応じ、その他構造を選定する。 

○ 必要に応じて、高齢者や障害者世帯に配慮した設備・構造の住宅とす

る。 

○ １戸当たりの規模は、国の定めに基づき、地域の実情、世帯構成等に

応じて、都が設定する。 

○ １戸当たりの設置に係る費用については、国の定めによる。 

○ 都住宅政策本部は、建設する仮設住宅の標準仕様書について、東京消

防庁、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国木造建設事業

協会等と協議を行い、防火安全対策を実施 

建設工事 

○ 災害発生の日から 20日以内に着工 

○ 都は、一般社団法人東京建設業協会及び一般社団法人プレハブ建築協

会、又は一般社団法人全国木造建設事業協会があっせんする建設業者に

建設工事を発注 

○ 必要に応じ、他の建設業者にも発注 

○ 都は、必要に応じて、工事の監督を区市町村等に委任 

○ 都住宅政策本部は、建設工事が終了し、使用が開始されることについ

て、東京消防庁・消防署に情報を提供 

その他 
○ 区市町村は、東京消防庁・消防署が策定する防火安全対策について、

入居者に対し指導 
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４ 公的住宅等の応急修理 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 災対都市整備部 ○ 区は、区営及び区が建設した区立住宅について、応急修理に当たる。 

都住宅政策本部 ○ 都は、都営住宅等について、都住宅供給公社と協力して応急修理に当たる。 

 

（２）詳細な取組内容 

区、都及び都住宅供給公社は応急危険度判定後、危険防止等のため応急的な修理が必要な

公的住宅等について、応急修理に当たる。 

 

５ 建設資材等の調達 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 災対都市整備部 ○ 応急仮設住宅資材等の調達及び要請を実施 

都住宅政策本部 ○ 応急仮設住宅資材等の調達及び要請を実施 

資材業者 ○ 仮設住宅の早期建設に向け、建設用地や建設資材の確保 

 

６ 被災者の生活相談等の支援 

災害により被災した区民は、当面の生活資金や住宅の問題、仕事や医療、教育など日々の生

活の様々な不安や問題を抱えて、法律的な助言や制度的な支援、心のケアまで多様な相談窓口

や機会を求めている。区では、災害時に区民が抱える様々な問題に対して、相談窓口の開設を

はじめとする相談体制の確立により対応する。 

 ＊世田谷区震災復興マニュアル 

（１）対策内容と役割分担 

被災者の生活復旧に向けて、様々な相談に対応する窓口を設ける。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援

部 

○ 被災者のための相談窓口を設置し、被災者の生活再建にかかる活動に

必要な情報提供を行うとともに、支援状況等を被災者台帳に記録 

○ 多様性に配慮した女性の視点からの相談支援等を実施 

災対地域本部 ○ 被災者のための相談所を設置窓口を設置し、被災者の生活再建にかか

る活動に必要な情報提供を行うとともに、支援状況等を被災者台帳に記

録 

警視庁・警察署 ○ 警視庁・警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、

警察関係の相談に当たる。 

東京消防庁・消防署 ○ 消防相談所を開設し、各種相談及び指導等を実施 

都 ○ 区市町村が被災者台帳の作成のため、都が保有する被災者に関する情報を必要と

し、その情報の提供の求めがあったときは、被災者に関する情報の提供を実施 

都生活文化局 ○ 被災者臨時相談窓口を設置 

○ 被災１か月後を目途に被災者総合相談所を開設 
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機関名 対策内容 

○ 男女平等参画の視点からの相談支援等の実施 

 

（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 

○ 被災者のための相談所を設置し、効果的かつ迅速な被災者の生活再建に向けて必要な

情報を提供する。 

○ 設置した相談所で、要望等を聴取し、その解決を図るほか、必要に応じて関係機関に

連絡し、連携して対応する。 

○ 相談事項や実施した支援内容等については被災者台帳に記録する。 

○ 区は、男女共同参画センターらぷらすにおいて、女性のための相談窓口を開設し、男

女共同参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発、相談窓口情報の提

供、団体・専門家等の連携調整、女性の就業・起業等の支援などの実施を検討する。 

○ 臨時総合相談窓口の開設 

区民生活の回復、復興に関する広範囲な相談を１箇所で受付して、必要な情報を一元

的に提供できる、臨時の総合相談窓口を開設する。相談窓口は原則として各総合支所に

開設する。 

•  被災者からの要望事項等を聴取して、その解決を図る。 

•  迅速かつ適切な相談業務を行うため、区の関係部局と密接な連携を図る。 

•  相談内容、被害状況等について、都、関係防災機関等と連携を密にして、共同した

相談体制を整備する。 

○ 専門相談体制の整備 

被災者の抱える土地・建物等の様々な法律・税務上の問題、介護や看護など技術的・

制度的な問題、災害時の急激な環境変化が原因と思われる心の問題等、専門性の要求さ

れる相談内容については、専門家や関係専門団体、専門ボランティア等の協力を得て、

専門相談体制を整備する。 

被災女性等の抱える不安や悩みについては、男女共同参画センターらぷらすにおいて、

男女共同参画の視点からの相談支援、女性に対する暴力等の予防啓発・相談窓口情報の

提供、団体・専門家等との連携調整、女性の就業・起業等の支援などを実施することを

検討していく。 

＊災害時における法律相談に関する協定〔資料編資料協定第 68・P486〕 
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７ 義援金の募集・受付・配分 

一般から拠出された義援金の受付け並びに都義援金配分委員会から送付された義援金を、確

実、迅速に被災者に配分するための手続、事務分担等について必要な事項を定める。 

 

（１）対策内容と役割分担 

義援金の募集から受付、一時保管から配分まで迅速に対応する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援

部 

災対地域本部 

① 義援金の受付 

ア 窓口による受付 

義援金の受付窓口を災対区民支援部、災対地域本部、拠点隊にそ

れぞれ開設する。受け取った義援金は、速やかに本部長（区長）の

口座に振り込むか、災対区民支援部へ使送する。義援金の受領につ

いては、別に定める様式により、寄託者に受領書を発行する。 

イ 口座振り込みによる受付 

本部長（区長）の口座を開設し、義援金を受け付ける。なお、振

り込み用紙をもって受領書の発行に代える。 

ウ 義援金の受付状況を都義援金配分委員会へ報告し、義援金を送金す

る。 

エ 義援金の報告書は、災対区民支援部で集約する。 

 

② 義援金の配分 

ア 都義援金配分委員会で定めた配分率・配分方法により、迅速・公平

に被災者へ配分する。 

イ 同委員会の決定を受けた義援金を災対区民支援部から災対地域本

部、拠点隊の口座に振り込み、速やかに交付窓口を開設する。なお、

配布にあたっては日赤奉仕団、町会・自治会等に協力を要請する。 

ウ 義援金の配分状況を都義援金配分委員会へ報告する。 

 

③ 義援金の保管場所等 

義援金は都義援金配分委員会に送金するまでは、災対区民支援部等で預

金・保管する。 

警視庁・警察署 ○ 警視庁・警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を開設して、

警察関係の相談に当たる。 

東京消防庁・消防署 ○ 被災者からの申請により、区市町村と連携して罹災証明を発行 

日赤東京都支部 ○ 受領した義援金は、都委員会に送金するまでの間、支部長名義の口座を開設し、

「預り金」として、一時保管 

○ 義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受け付けた義援金は、

都委員会の指定する口座に送金 

都福祉保健局 ① 都義援金配分委員会の設置 

○ 義援金の募集を決定次第、あらかじめ選任された委員により、都本部に都義援

金配分委員会（以下「都委員会」という。）を設置 
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機関名 対策内容 

② 義援金の管理 

○ 都福祉保健局は、義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受

け付けた義援金は、預り金として都委員会が指定する方法で管理 

③ 義援金の配分 

○ 都委員会の開催 

義援金の募集開始後、都委員会を開催し、以下の事項を審議、決定 

・ 被災区市町村への義援金の配分計画の策定 

・ 義援金の受付・配分に係る広報活動 

・ その他義援金の受付・配分等に関して必要な事項 

○ 義援金の送金 

   決定した配分計画に基づき義援金を、区市町村に送金 

④ 義援金の広報 

○ 義援金の募集方法、寄せられた義援金額や配分状況について、ホームページに

掲載する等により、広く周知 

 

（２）業務手順 

〔義援金受付・配分の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義援品（義援物資）については、「第 10章 物流・備蓄・輸送対策の推進」に記載している。 

 

  

 

義援金の集約（口座振込） 

東京都義援金配分委員会（配分計画審議・決定） 

被災市町村（被害状況調査・確定） 

配分（口座振込） 

被災者（世帯） 

配分（口座振込） 

主要な義援金受付 

区市町村 
日本赤十字社 

東京都支部 東京都 
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８ 被災者の生活再建資金援助等 

災害により被害を受けた区民生活の早期の回復を支援するため、災害弔慰金や見舞金等の支

給、災害援護資金などの貸付、租税等の徴収猶予及び減免等の支援措置を実施する。 

 

（１）対策内容と役割分担 

災害弔慰金の支給、災害援護資金の貸付等の生活支援策を迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

区 

◎災対区民支援

部 

○ 災害弔慰金の支給 

○ 被災者生活再建支援法の運用 

○ 災害障害見舞金の支給 

○ 資金の貸付 

○ 以上業務を都や関係機関と連携して行う 

災対地域本部 ○ 災害弔慰金の支給 

○ 被災者生活再建支援法の運用 

○ 災害障害見舞金の支給 

○ 資金の貸付 

災対物資管理部 ○ 租税等の徴収猶予及び減免 

災対保健福祉部 ○ 租税等の徴収猶予及び減免 

都福祉保健局 ○ 災害弔慰金等の支給 

○ 災害援護資金の貸付 

○ 被災者生活再建支援金の支給 

日赤東京都支部 ○ 災害救援品の支給基準に基づき、日赤各地区からの申請により、被災した者に

対して、災害救援物資を配分 

都福祉保健局 

都社会福祉協議会 

○ 生活福祉資金の貸付 

 

（２）詳細な取組内容 

① 災害弔慰金の支給 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 

暴風・豪雨等の自然災害により死亡した区民の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。 

対
象
災
害 

ア 住居が５世帯以上滅失した災害 

イ 上記に定める程度以上の災害に準ずる程度の災害として内閣総理大臣

の定めるもの 

支
給
額 

ア 生計維持者が死亡した場合 500万円 

イ その他の者が死亡した場合 250万円 

遺
族
の
範
囲 

配偶者・子・父母・孫・祖父母。 

いずれも存在しない場合は、死亡者の兄弟姉妹（死亡当時その者と同居

し、又は生計を同じくしていたものに限る）。 

姻族は対象とならない。 

 ＊災害弔慰金の支給等に関する条例〔資料編資料第 97・P207〕 
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＊災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則〔資料編資料第 98・P212〕 

 

② 被災者生活再建支援法の運用 

【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部（ただし、区は被害認定や支給申請書の

案内、受付のみ。審査、支給等は国の関係機関が行う。） 

 目的 

「被災者生活再建支援法」は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者

に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金

を支給することにより、その生活の再建を支援し、区民の生活の安定と被災地の速やか

な復興に資することを目的としている。 

 

 対象となる自然災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生

ずる被害であり、災害の程度が以下の場合に対象となる。 

（ア）「災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号」のいずれかに該当する被害

（同条第２項のみなし規定により該当することとなるものを含む）が発生した市

区町村における自然災害 

（イ）10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害 

（ウ）100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

（エ）（ア）又は（イ）の市区町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発

生した市区町村（人口 10万人未満に限る。）における自然災害 

（オ）５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、上記（ア）～（ウ）の区域に隣接

する市区町村（人口 10万人未満に限る）における自然災害 

（カ）（ア）若しくは（イ）の市区町村を含む都道府県又は（ウ）の都道府県が２以上

ある場合に、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村（人口 10万人未満に

限る）における自然災害 

２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村（人口５万人未満に限る）にお

ける自然災害 

 

 支給対象世帯 

（ア）住宅が全壊した世帯 

（イ）住宅が半壊又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

（ウ）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している

世帯 

（エ）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難な世帯

（大規模半壊世帯） 

 

 支給の概要 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。（ただし、世帯人数が１人の場合は、
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各該当欄の金額の３／４の額） 

 

（ア）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

上記ウの（ア） 

解体 

上記ウの（イ） 

長期避難 

上記ウの（ウ） 

大規模半壊 

上記ウの（エ） 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

（イ）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200万円 100万円 50万円 

※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する

場合は、合計で 200（又は 100）万円 

＊被災者生活再建支援法（抜粋）〔資料編資料第 136・P313〕 

＊被災者生活再建支援法施行令（抜粋）〔資料編資料第 137・P315〕 

＊被災者生活再建支援法による支援金の概要〔資料編資料第 99・P215〕 

 

③ 被災者生活再建支援事業の運用 

【実施主体】区災対地域本部、区災対区民支援部 

被災者生活再建支援法の適用を受け、かつ東京都の被災者生活再建支援事業が発足し

た場合は、「半壊」の被害を受けた世帯で、住宅の「建設・購入」、「補修」、「賃貸」に要

した費用を補助するための支援金を支給する。 

 

④ 災害障害見舞金の支給 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 

自然災害により、精神又は身体に著しい障害を受けた区民に対し、区が設置する審査

委員会の決定に基づき、災害障害見舞金を支給する。 

対
象
災
害 

ア 住居が５世帯以上滅失した災害 

イ 上記に定める程度以上の災害に準ずる程度の災害として内閣総理大臣の定

めるもの 

支
給
額 

ア 生計維持者 250万円 

イ その他の者 125万円 

対
象
と
な
る 

障
害
の
程
度 

ア 両眼が失明したもの 

イ 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 

ウ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

エ 両上肢ひじ関節以上切断など 
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⑤ 租税等の徴収猶予及び減免 

【実施主体】区災対物資管理部、区災対保健福祉部、区災対区民支援部 

被災した納税義務者、又は特別徴収義務者（以下｢納税義務者等｣という。）、被保険者

等に対し、法令等により、期限の延長、徴収猶予及び減免等の緩和措置を、それぞれの

実態に応じ適時適切に講ずるものとする。 

 

 特別区税の納税緩和措置 

（ア）期限の延長 

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出又は区税を納付若しく

は納入することが出来ないと認めるときは、次の方法により災害がおさまったあと条

例で定めるところにより、当該期限を延長する。 

○ 災害が広域にわたる場合、区長が職権により適用の地域及び期限の延長日を指

定する。 

○ その他の場合、災害がおさまったあと速やかに、被災納税義務者等による申請

があったときは、区長が納期限を延長する。 

（イ）徴収猶予 

災害により、財産に被害を受けた納税義務者等が区税を一時に納入することができ

ないと認められるときは、その者の申請に基づき１年以内において徴収を猶予する。

なお、やむを得ない理由があると認められたときは、さらに１年以内の延長を行う。 

（ウ）滞納処分の執行の停止等 

災害により、滞納者が無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行停止及

び換価の猶予等適切な措置を講ずる。 

（エ）減免 

被災した納税義務者に対し、該当する各税目について次により減免を行う。 

・特別区民税（都民税個人分を含む）   

被災した納税義務者の状況に応じて減免を行う。 

・軽自動車税 

被災した納税義務者等の状況に応じて減免を行う。 

 

 国民健康保険料の減免 

（ア）減免 

災害により、生活が著しく困難となった者に対し、被災の状況に応じて保険料を減

免する。 

（イ）徴収猶予 

災害により、財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時に納付することができ

ないと認められるときは、その者の申請に基づきその納付することができないと認め

られる金額を限度として、６か月以内において徴収を猶予する。 

 

 国民年金保険料の免除 
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被保険者 （強制加入） 又はその世帯員が災害により財産に被害を受け、保険料を納

付することが困難な事情にあるときは、申請に基づき、内容審査のうえ年金事務所に報

告する。免除の認定については、日本年金機構が審査のうえ決定する。 

 

 保育所措置費徴収金の減額 

災害により損失を受けた場合は、その損失の程度に応じて減額する。 

 

 介護保険料の減免等 

災害により著しい損害を受けた場合、条例の規定により、保険料を徴収猶予、減免す

る。 

 

＊世田谷区介護保険条例 

 

 後期高齢者医療保険料の減免 

（ア）減免 

災害により被保険者が死亡又は一定の障害者になった場合、被保険者及び連帯納付義

務者が所有かつ居住する住宅又は家財につき床上浸水又は住宅等が 10分の 3以上の被

害を受けた場合、被保険者の保険料を申請に基づき減免する。ただし、減免及び減免

割合の決定については、保険者である東京都後期高齢者医療広域連合による所得等の

審査による。 

（イ）徴収猶予 

災害により上記の損害を受けた被保険者のうち、徴収時期を変更することにより保険

料の納付が可能となると認められる者について、申請により６箇月以内を限度として

徴収を猶予する。ただし、徴収猶予の決定については、保険者である東京都後期高齢

者医療広域連合による所得等の審査による。 
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⑥ 資金の貸付 

地震等の災害により、住家等に被害を受けた者に対して、住宅の建設又は補修等の整備

に必要な資金を貸付けるほか、被害を受け生業の根底を失った者に対し世帯更生資金を貸

付け、もって居住の安定をはかるとともに、その自立の助長に寄与する。 

 

 災害援護資金の貸付 

【実施主体】区災対区民支援部、区災対地域本部 

地震等の災害により、世帯主の負傷及び住居・家財に損害を受けた世帯に対し、生

活の立て直しに資するため災害援護資金を貸付ける。 

＊災害援護資金〔資料編資料第 100・P216〕 

 

 応急小口資金の貸付 

【実施主体】区災対保健福祉部、区災対地域本部 

病気、火災、その他の災害及び結婚、出産、就学等やむを得ない理由で応急に資金

を必要とする場合に貸付ける。 

＊応急小口資金〔資料編資料第 101・P217〕 

 

 生活福祉資金（福祉資金）の貸付 

【実施主体】都社会福祉協議会 

被災した低所得世帯を対象に、生活の立て直しのための生活福祉資金や、緊急かつ

一時的に生活費が必要な場合の緊急小口資金を貸し付ける（生活福祉資金については、

災害援護資金の貸付対象となる場合は原則として対象外）。 

＊生活福祉資金〔資料編資料第 102・P217〕 

 

 災害復興住宅融資の貸付 

【実施主体】（独）住宅金融支援機構 

住宅金融支援機構は、り災証明書の発行を受けた世帯を対象に、住宅の建設又は補

修するための資金を貸し付ける。 

 

 

９ 職業のあっせん 

（１）対策内容と役割分担 

国と都、区が連携し、被災者に対する職業のあっせんを迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

区 ○ 被災者の職業のあっせんについて、都に協力する 

東京労働局 ○ 災害による離職者の把握に努め、そのあっせんを図る 

○ 他府県や公共職業安定所と連絡調整を行い雇用の安定を図る 

○ 臨時職業相談窓口の設置 
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１０ 租税等の徴収猶予及び減免等 

（１）対策内容と役割分担 

国や都、区が連携し、被災者の租税等の徴収猶予等を迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

区 災対物資管理部 ○ 区税の徴収猶予及び減免等納税緩和措置の実施 

都主税局 ○ 都税の納税緩和措置として、期限の延長、徴収猶予及び減免等、適時、適切な措

置を実施 

東京労働局 ○ 労働保険料等の納入期限の延長措置を実施 

 

 

１１ その他の生活確保 

（１）対策内容と役割分担 

国や関係機関が連携し、被災者に対する生活支援策を、迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

日本郵便 ○ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

○ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

○ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

NTT東日本 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

NTTドコモ 

○ NTTの規定に該当する被災者又は避難者の基本料金の減免及び仮住居

への移転工事費の無料化を実施 

○ 災害救助法適用地域のお客様の電話料金の支払期限の延長 

東京労働局 ○ 雇用保険の失業給付等に関する特別措置 

○ 労働保険料等の徴収の猶予 

関東森林管理局 ○ 国有林材の供給の促進、輸送販売の実施、木材関係団体等への要請 

日本放送協会 ○ NHK厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の実施、また、医療団、

防災班の派遣等の奉仕を実施 

○ 被災者の受信料免除 

○ 状況により避難所へ受信機を貸与 

 

 

１２ 中小企業への融資 

（１）対策内容と役割分担 

被災した中小企業に対する生活支援策を、迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

区 災対区民支援部 ○ 中小企業融資等 

都産業労働局 

関係機関 

○ 中小企業融資等 

 

＊災害時における中小企業融資等一覧〔資料編資料第 103・P218〕  
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１３ 農林漁業関係者への融資 

（１）対策内容と役割分担 

被災した農林漁業関係者に対する生活支援策を、迅速に実施する。 

機関名 対策内容 

都産業労働局 

関係機関 

○ 株式会社日本政策金融公庫による融資 

○ 経営資金等の融通 

○ 農林漁業団体に対する指導 

 

 

１４ 応急金融対策 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

日本銀行 ○ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

○ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

関東財務局 

日本銀行 

○ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

○ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

 

 

１５ 災害廃棄物（震災がれき等）処理の実施 

（１）対策内容と役割分担 

災害廃棄物（震災がれき）の処理にあたっては、平成 27年３月に 23区で策定した「特別区

災害廃棄物処理対策ガイドライン」等に沿って、区の被災想定に基づいた災害廃棄物発生の

推計量や具体的な対応方法を明確にして、平成３１年度に災害廃棄物処理マニュアルを作成

するとともに、令和２年６月には『世田谷区災害廃棄物処理計画』を策定した。区は、マニ

ュアルや計画に基づき、都、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携するとともに、

民間事業者等の協力や都、国の支援などを受けながら、速やかな処理を目指す。 

機関名 対策内容 

区 

災対清掃・環境

部 

○ 災害廃棄物処理実行計画の見直し 

○ 23 区で策定した「特別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」や区の

災害廃棄物処理計画等に沿った対応 

○ 東京二十三区清掃一部事務組合の処理施設の被災状況調査と、施設復

旧の検討状況を踏まえた収集・運搬体制について、都等と情報共有 

○ 23区で共同設置する二次仮置場候補地の検討 

○ 災害廃棄物の分別・破砕等による最終処分施設等受入れ基準に合った

処理の実施 

○ 都を通じた被災地以外の自治体等への広域支援の要請 

都環境局 ○ 有害物質対策や集積場所、最終処分場の衛生管理を指導 

○ 区市町村からの各施設の被災状況報告を受け、広域的な支援策等を検討 

○ 集積場所、最終処分場の確保に関する支援 

都総務局 ○ 区市町村と連携して国に対して、がれき処理への応援を要請 
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（２）詳細な取組内容 

【実施主体】区災対清掃・環境部 

○ 地震により倒壊等をした家屋の解体等の受付開始に向けて、解体業者等との契約、仮

置場等の確保・造成・監理契約、仮置場等での受入れ方法、受付窓口の設置箇所等を検

討し、他区や東京二十三区清掃一部事務組合との連携、都や関係機関等との調整を行う。 

 

【実施主体】都 

○ 被災した区市町村の状況を把握し、廃棄物処理施設の被災状況を踏まえた経済的支援

策の検討等、状況に合わせた復旧対策を都本部及び「東京都災害廃棄物対策本部（仮称）」

の下で検討し、決定する。 

 

 

１６ 災害救助法の運用等 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 対策内容 

区 

本部 ○ 災害救助法適用基準該当の調査・把握 

○ 区長は、災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当する

見込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告 

都総務局 

関係各局 

○ 都本部での審議を経て災害救助法の適用を決定 

○ 都本部の組織を災害救助法適用後、救助実施体制として拡充整備 

○ 被災区市町村の被害状況を調査する体制の整備 

○ 救助の実施に必要な関係帳票を整備 
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（２）業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）詳細な取組内容 

① 災害救助法の公布 

災害救助法を適用したときは、速やかに次により公布する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 救助の種類 

災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるもの

であり、次のような種類の救助がある。 

 

日本赤十字社（都道府県支部） 

国
（
内
閣
府
（
防
災
担
当
）
） 

被
災
都
道
府
県 

被
災
市
町
村 

災害対策本部 
災害対策本部 

災害救助 

担当部局 

災害救助 

担当部局 

災害救助法の

適用 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

地
域
住
民 

被

災

住

民 

他
都
道
府
県 

他
市
町
村 

委
託 

応
援 

要
請 

協
定 

応援要請 

応援職員の派遣 

(応援の指示・派遣調整) 

(応援の指示・派遣調整) 

実施状況の情報提供 

職員の派遣 

被害状況の情報提供 

被害状況等の情報提供 

応援職員の派遣 

協
定 

応急仮設住宅の供与 

救護班の派遣（医療・助産）他  

応急救助の実施（都直接実施） 

救護班の派遣（医療・助産） 

応急救助の実施 

（委任による実施） 

技術的な助言・勧告 

・ 資料提出要求 

・ 是正の要求 他 

救助・権限の 

委任通知・公示 

 
公告 

    ○月○日発生の○○災害に関し○月○日から○○区市町村の区域に 

   災害救助法（昭和 22年法律第 118号）により救助を実施する。 

         平成○年○月○日 

                                       東京都知事    ○○○○ 
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〔災害救助法に基づく救助の種類〕 

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ウ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

エ 医療及び助産 

オ 被災者の救出 

カ 被災した住宅の応急修理 

キ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 前各号で定めるもののほか、政令で定めるもの 

＊災害救助法による救助の程度、方法及び期間早見表〔資料編資料第 104・P220〕 

 

○ 災害救助法に基づく救助は、現物によって行うことが原則だが、知事が必要と認めた

場合は、救助を必要とする者に対し、金銭を給付することができる。 

○ 災害救助法に基づく救助の程度・方法及び期間については、内閣総理大臣が定める基

準に基づき知事が定め、区市町村ほか関係機関に通知する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


