
第４期多摩区区民会議 第２回自然災害部会 

 

日時：平成 25 年 1 月 25 日（金）18：00～ 

会場：多摩区役所 10 階 1002 会議室    

 

次 第 

 

 

１ 審議テーマに関する取組内容について 

  ～前回議論の振り返りと審議課題の明確化～ 

 

 

 

２ 第３回区民会議への報告について   

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

＜連絡事項＞ 

・第３回区民会議：２月１２日（火）１８時～ 

          多摩区役所１１階会議室 

 

・区民会議交流会：２月１４日（木）１８時～ 

中原区役所５階会議室 

 

 

①方向合致度 
 →多摩区の目指すべき姿に向かったもの

か（ひと・水・緑-住み続けたいまち 多
摩区（都市マス多摩区構想））。 

②市民協働性・実現性 
 →市民協働の手法で解決できるものか。
③公益性 
 →広く区民の利益をもたらすものか。 
④区民ニーズ・必要性 
 →区や区民の関心が高いものか、必要と

されているものか。 
⑤緊急性 
 →第 4 期で取り組むべきものか、早急な

取り組みが必要か、時宜を得たものか。

審議テーマ検討の観点 



第４期　多摩区区民会議委員名簿
平成24年11月6日現在

任期：平成２４年７月１日～平成２６年６月３０日　　　　（敬称略・５０音順）

ＮＯ 氏名 部会 推薦団体 及び　活動団体

1 安陪
アベ

　修司
シュウジ

自然災害部会 多摩区商店街連合会

2 荒井
アライ

　精一
セイイチ ☆自然災害部会

企画部会
市民公募

3 ○石橋
イシバシ

　吉章
ヨシアキ 自然災害部会

企画部会
区長推薦

4 岩
イワ

﨑
サキ

　宏政
ヒロマサ

自然災害部会 多摩区・３大学連携協議会

5 ◎大津
オオツ

　努
ツトム コミュニティ部会

企画部会
多摩区社会福祉協議会

6 清宮
キヨミヤ

　明
アキラ

自然災害部会 多摩防犯協会

7 国保
コクボ

　久光
ヒサミツ

コミュニティ部会 川崎市医師会多摩区医師会

8 小塚
コヅカ

　千津子
チヅコ

コミュニティ部会 多摩区こども総合支援連携会議

9 白井
シライ

　正壽
マサトシ

コミュニティ部会 セレサ川崎農業協同組合

10 辻野
ツジノ

　勝行
カツユキ ☆コミュニティ部会

企画部会
市民公募

11 ○戸
トダカ

髙　仁
ジン

子
コ コミュニティ部会

企画部会
かわさきかえるプロジェクト

12 西山
ニシヤマ

　英子
ヒデコ

コミュニティ部会 多摩区文化協会

13 新田　渉世
ニッタ　ショウセイ

自然災害部会 区長推薦

14 配島
ハイジマ

　裕美
ユミ

コミュニティ部会 多摩区地域教育会議

15 原
ハラ

田
ダ

　弘
ヒロシ

自然災害部会 多摩交通安全協会

16 藤原
フジワラ

　司
ツカサ

自然災害部会 区長推薦

17 細埜
ホソノ

　隆己
タカミ ★自然災害部会

企画部会
登戸土地区画整理事業まちづくり推進協議会

18 本多
ホンダ

 正典
マサノリ

コミュニティ部会 市民公募

19 松本
マツモト

　英嗣
ヒデツグ ★コミュニティ部会

企画部会
多摩区町会連合会

20 吉田
ヨシダ

　輝久
テルヒサ

自然災害部会 多摩区自主防災組織連絡協議会

◎委員長　○副委員長　　☆部会長　　★副部会長

【参与】

 市議会議員

　　井口　真美　　河野　ゆかり　　斉藤　隆司　　菅原　進　　露木　明美

 　 橋本　勝　　    廣田　健一     三宅　隆介     吉沢　章子

 県議会議員

    青山　圭一     土井　りゅうすけ



平成 24 年 12 月 3 日 

第 4 期多摩区区民会議 自然災害部会 論点のまとめ 

 

№ 提案課題 
提案課題タイトル 

（委員名） 
現状と課題 提案の方向性・具体的な取組案 検討の進め方 

２ 自助・共助・

公助の連携によ

る防災・減災（荒

井委員） 

・防災・減災は災害時に死者・負傷者を最小限にすることが大きな課題であり、自

助・共助・公助の役割を明確にし、互いが連携することによって効果が上がる。 

・一次的には隣近所、二次的には後から来る人。その体制づくりをどう進めるかだ。 

・自助の課題は、内容を周知し、各自が取組みをいかに進めるか。 

・共助の課題は、いざという時に助け合える体制づくりをどう進めるか。緊急連絡

名簿の取扱いなどは、法律的な問題も含めて検討していきたい。 

・活動は町会中心になるが、町会は高齢者が多く、仕事を持っている。 

・防災のさまざまな団体・組織の活動をまず知らせ、どのような協力ができるかだ。 

・自助・共助・公助の役割分担の明確化 

・自助の必要性と内容の周知 

  例：家具転倒防止の必要性の周知と防止策 

・共助の体制づくり  

  例：要援護者支援名簿の活用法 等 

・各種団体・組織の情報伝達の仕組みに市民を巻

き込む 

・公助に関する行政への提案 

  例：避難場所の名称と地図の掲示 

・市の取組の把握 

・災害に対する区民意識の把握 

・既存の計画等に対して、区民会

議としての新しい視点から提

案する 

・行政以外の警察署、消防署等の

情報把握 

５ 地域と大学と

連携した災害対

策の検討（岩崎

委員） 

・全学生を対象に安全に避難できる訓練を実施した。 

・生徒が安全に避難できるためのマニュアルを作成している。 

・区内には明治大学の他に専修大学、日本女子大学があり２万数千人の学生がいる。 

・明治大学の学生のうち、約 3 割が多摩区内に在住している。 

・学生は 4 年で卒業し、人が変わってしまう。 

・本部キャンパスでは、千代田区と帰宅困難者受け入れの地域協定を結ぶなど、連

携を取っている。 

・夏休み、年末年始等は学生が帰省するなど、災害が発生した時期、時間、曜日な

どによって、支援の体制が異なる。 

・学生が安全かつ迅速に避難できる仕組づくり 

・地域との連携による支援体制づくり 

 例：学生ボラによる要援護者の避難支援 等 

・町内会単位ではなく、もう少し小さな単位で確

認を取る仕組みを作る 

・大学に求められる支援の明確化 

・大学の先生も交えた研究・提案 

・セミナーの開催 

１

自助・共助・公助

の役割分担を踏

まえた災害対策 

19 災害時の高

齢者の支え合い

（藤原委員） 

 

22 災害時要援

護者の災害時に

おける支援につ

いて（吉田委員）

・1 人暮らしの高齢者の中には、認知症の方の割合が高い。 

・地域での支え合いとしての見守り活動など、コミュニティの場に出てこられない

人たちへの、地域として取組が重要である。 

・身近なコミュニティの中で、事前に要支援者や高齢者の情報を把握できるかどう

かだ。 

・こうした人たちに対する取組は、災害時の対応にもつながっていく。 

・災害時要援護者として登録していない人がいる。縦のものを横につなぐ取組が重

要である。 

・川崎市災害時要援護者支援制度に登録している人には歩けない人が多く、災害時

には支援に向かうことになっているが、自治会会長と民生委員の二人で支援する

ことは難しい。 

・川崎市の災害時要援護者避難支援制度の名簿が、今年から民生委員に公開される

ことになった。 

・3.11 に町会長が電話で安否確認を行ったが、電話がつながらない、避難所開設

等他の役割がある等の理由から、確認が困難であった。 

・3 大学との協定締結等による学生と連携した避

難支援の仕組みづくり 

 

 

 

 

 



№ 提案課題 
提案課題タイトル 

（委員名） 
現状と課題 提案の方向性・具体的な取組案 検討の進め方 

２ 避難場所の点検 

６ 避難場所の再

点検（大津委員

長） 

・南海トラフ地震に関する新たな被害想定に基づき、津波で遡る水の高さ等が明ら

かになった。 

・生田小学校で避難所訓練をしているが、坂が多く登って来られない人もいる。 

・避難所運営会議が組織され、学校の使い方は決まっている。 

・避難所の場所、避難所運営会議の存在を知らない人がいる。 

・避難所は、名称だけでなく地図を掲示すると安心だ。 

・避難場所の周知徹底 

・小学校以外の施設の活用 

 

・津波の被害想定に基づく避難場

所の再点検 

３
災害時の農地・農

家との連携･協力 

27 防災を通じ

て農地・農家へ

の理解を深める

（白井委員） 

・新しい住民に、農地の薬剤散布、農機具の音などに対する理解が得られていない。 

・農地は避難場所にもなり、災害時の井戸もあるが知られていない。そういったこ

とを知ってもらうことから、農家・農地への理解を深めてもらえると良い。 

  

 検討の前提 25 地震対策（国

保委員） 

・防災でも、とくに地震に対する多摩区独特の避難方法を取上げたい。   

 検討の対象 23 マンション

におけるコミュ

ニティ形成と防

災のあり方（荒

井委員） 

・町内会とマンションのコミュニティは特性が違う。 

・マンション内の３分の 1 の人たちは知り合いがなく、防災時の不安を抱えてい

る。 

・生存を確認するにも、警察と消防が来るまでドアを開けられない。 

・災害時の名簿の扱い、カギの扱い等の条例化 ・他事例の調査 

 例：ふれあい安心名簿条例 

 



自然災害部会   検討用フローシート 

 

 部会の目的 

 

 

 
具体的な取組 

 

 

 

 自然災害の現状 

 

 

自然災害の課題 

 

 

課題解決に向けた方向性 

 

 

課題解決策 

 

 



第４期多摩区区民会議 開催スケジュール 

*適宜現地視察や、関係者ヒアリング、勉強会などを開催。 

平成 24 年度 平成 25 年度   

８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 ８月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

区民会議 

ニュース 

                    

ミーティング 

                    

区
民
会
議
（
全
体
会
議
） 

全体会議 

                    

企画部会 

（調整・運営部会） 

                    

（仮） 

コミュニティ部会 

                    

専
門
部
会 

（仮） 

自然災害部会 
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平成 24 年 11 月 6 日現在 


