
災害時の対応について

日時 令和元年５月２０日〈月〉
場所 城北地区公民館 ２階洋間平成２５年シンボルマーク制定

城北愛と絆を深める

となり組福祉員 のみなさんへの願い
《城北地区 防災対策協議会》
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となり組福祉員とは

となり組福祉員とは町内会〈自治会〉から選出された地域福祉の推進役です。毎
日の活動の中で地域課題や問題点に気づいたら、地区社協や民生児童委員協議会
に連絡し、支援活動に参加します。任期は原則２年で再任は妨げません。

となり組福祉員の活動範囲

原則として、小グループ〈町内班等〉に１名のとなり組福祉員を設置するこ
とになります。

となり組福祉員の役割

鳥取市社会福祉協議会：資料

となり組福祉員設置要領 第４条
（１）地域の福祉ニーズの把握に努め、その情報を地区社協・民生児童委員
協議会、自治会等に連絡する。
（２）地域住民に対し、福祉施設の普及啓発を図る。
（３）その他、地域の福祉活動に協力する。



となり組福祉員 活動内容図

城北地区民生児童委員協議会 城北地区社会福祉協議会
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地域の福祉活動に協力
（避難行動要支援者支援）



城北地区の防災の現状
避難行動要支援者対象リスト

（Ｈ２８，２，１現在）
町（区）名 人数
青葉町１丁目 ４５
青葉町２丁目１区 ３６
青葉町２丁目２区 ３８
青葉町２丁目３区 ４
青葉町３丁目 ６１
田園町３丁目 ７６
田園町４丁目 ７７
田園町４丁目東 １３
松 並 町 １ 区 ２６
松 並 町 ２ 区 ３２
松 並 町 ３ 区 ８
松並町２丁目北 １１４
田 島 ５７
北 町 １６
美 咲 町 ７１
東 秋 里 ５６
秋里タウン西 １００
秋 里 ４６
丸 山 西 ５４
丸 山 町 大 星 ３７
南 城 北 ７５

計 １０4２ 人

【城北地区住民の指定緊急避難場所(屋内)】
名称 所在地 収容人員 適用性

洪水 土砂 地震 津波
城北体育館：丸山町３１０－１ 280人 ○ × ○ ○
地区公民館：田園町4丁目２２３－１ 110人 × ○ × ×
城北小学校：田園町4丁目３２４ 1300人 ○ ○ ○ ○

【指定避難所】
鳥取市武道館：東町1丁目３２６ 540人
久松小学校：東町２丁目２０１ 1050人

城北地区 指定緊急避難場所(屋内) 

約７000人 1680人分

＊高齢者人口：1529人

■避難場所の確保〈民間施設との借用協定〉
■住民避難の方法をみんなで理解しておくこと

課題

世帯数：３０１１戸
高齢者世帯：64,8％
単独世帯率：31,6％
高齢者単身世帯：18,4％

人口 ：７１５５人
前期高齢者：663人
後期高齢者：866人
高齢化率：21,4％

要介護認定率：19,4％
認知症有病率：17,4％



避難行動要支援者対応：《災害時要支援者｢見守り｣ネットワーク》

①支援者・愛の訪問員協力員・となり組福祉員
＊平時に「声かけ行動」担当者を決めておく：民生児童委員がまとめ役

【別紙：資料３「民生児童委員説明資料」】



①災害弱者(要支援者）に、「だれが」、「いつ」「声かけ行動」を実施するのか？

②災害時に町内住民は、「一時集合場所」に、「どのよう」に集合し、

「だれが」町内住民の安否（動態）を確認し、

「どこに」「どのようにして」避難するのか？

また、避難所での「居住スペース」、「生活ルール」はどうなるのか？

①支援者
②愛の訪
問員等

③となり組

避難情報発令
不安だろうな？

情報伝達
安否確認
相談・支援

個々の町内で決める 近所で声をかけあって

班長・となり組⇒町内会長・民生児童委員

指定避難場所
安全な場所

みんなで！！
＊一緒に避難しない場合は「張り紙」

「住民避難」の確認事項
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要
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「声かけが必要と判断した時点【震度５弱 程度】」で支援者は

情報伝達・安否確認【訪問し口頭】

相談・危険はないか確認【自宅避難か避難所】

避難の場合はできる限り支援

声
か
け
行
動 ＊指定された場所へ避難

＊城北小学校が指定された場合
＊真如苑駐車場【２００台】

町
内
の
住
民 指定された一番安全な場所へ避難

＊城北小学校・城北高校 等

＊城北小学校は
「指定避難場所」

近隣の被害
状況の確認、
＊救助活動

＊城北防災会が「自主避難所」を開設した場合は「城北連絡メール」で知らせます。

地震の場合 被害状況を自己判断し避難所開設情報に従って、直ちに避難行動をとる。

避
難
所
開
設
情
報

鳥取市からの「避難情報」は出ません。〈「一時集合場所」に自動参集が基本〉

「
一
時
集
合
場
所
」
に

声
を
か
け
合
っ
て
集
合

班ごとに集合し
班長「安否・動静」確認

町内会長に報告

町内会長は人員確認(名簿)後、避難
すべき人がいない場合は捜索を指示

移
動

移
動

担当者を明確
にしておく



水害の場合 避難行動に時間的余裕があります。被害予測に従って避難行動がとれます。

避
難
行
動
要
支
援
者

「避難準備情報」の出た時点で支援者は

情報伝達【口頭もしくは電話】

相談【自宅避難か避難所】

避難の場合はできる限り支援

声
か
け
行
動

＊指定された場所へ避難
＊城北小学校が指定された場合
＊真如苑駐車場【２００台】

町
内
の
住
民

指定された「一番安全な場所」へ避難
＊城北小学校・城北体育館・中ノ郷小学校・浜坂小学校・
城北高校 等

＊城北小学校２階は
あくまでも緊急避難避難所開設

の情報に
従って
自己判断

＊城北防災会が「自主避難所」を城北小学校に開設した場合は「城北連絡メール」で知らせます。

担当者を明確
にしておく



水害
の場合

想定：千代川 氾濫し堤防決壊

事前に、鳥取市より「避難準備・高齢者等避難開始」発令

城北地区の減災行動

「城北連絡メール」

「防災対策協議会役員」、「町内会長」、「防災リーダー」、「民生
児童委員」、「各町内会から選出された防災部員（情報連絡部・防災部・避
難・救急部・調達部・警備部）

鳥取市指定避難場所：城北小学校、城北体育館 等

住民避難班：「声かけ行動」 ☎電話連絡

町内
会長

■基本的には：「自宅避難」・「鳥取市指定避難所へ避難」

＊緊急避難：「城北小学校避難」を確認し、駐車場指
示（どの段階で、どこに駐車するのか）

「民生
児童委員

となり組

愛の訪問員

「自宅避難」・「鳥取市指定避難所」
「城北小学校避難」の場合
駐車場指示（どの段階で、どこに駐車す
るのか） ＊避難所開設連絡メール

自主避難所 開設班
城北地区防災対策協議会役員
「防災リーダー」・防災部員

駐車場整備
誘導

避難所開設
小学校：多目的室

避難所開設連絡メール避難所開設連絡メール：送信

緊急避難の場所として

避難行動要支援者



安全・安心 自信と誇り・夢と希望にみちた城北のまちづくり

天災は防げません。しかし、被害は少なくできます。

町内の住民、みんなで避難できることが地域の力です。

おわり

https://pbs.twimg.com/profile_images/514652976149835776/xnOWDiNg.png


●【鳥取市】地震の発生による「避難勧告」等の発令はありません。
地震発生後、二次災害として、次のような被害が発生するおそれがあ
るときに、避難勧告等を発令します。
○津波の発生が予想されるとき
○火災が発生し、拡大するおそれがあるとき
○がけ崩れが発生し、又は発生するおそれがあるとき
○危険物質が流出・拡散した場合、又はそのおそれがあるとき

要支援者に「声をかけ行動」
開始。 自家用車の利用 可

自家用車の利用 不可



民生委員・児童委員の主な活動内容
１ 福祉の支援が必要な方の把握 ：担当地区で社会福祉のことで困っている方を把握します。
２ 援助を必要とする方への相談・助言 ：一番身近な支援者として、日常生活の悩みや心配ごとの相談を受け

親身になってその解決のお手伝いをします。
３ 福祉サービス利用の情報提供と援助：福祉のサービスを利用できるように、福祉情報をお知らせします。
４ 社会福祉施設などとの連携・支援：解決できない問題は専門機関を紹介し、解決に向けたお手伝いをします。
５ 地域の児童問題の把握：保護を必要とする児童、妊産婦、ひとり親家庭などの発見に努め、その抱える問題を

的確に把握します。

となり組福祉員 （市社協共催事業）

小地域（町内会の班単位）に「となり組福祉員」を設置し、虚弱な高齢者・介護の必要な家庭・昼間ひとりでいる高齢者・
母子父子家庭等に気を配ったり、援助活動に参加したりすることで地区社協の基盤強化並びに地域福祉の推進を図りま
す。

愛の訪問協力員 （市社協共催事業）

ひとり暮らし高齢者に対し、愛の訪問協力員が、あたたかい一声をかけることにより安否確認をしたり、援助の手をさしの
べることで、孤独感を解消し、安心して暮らしていけるような地域の体制づくりを目的とします。

＊鳥取市から委嘱

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/04-jigyou/jigyou01-01.html
http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/04-jigyou/jigyou01-01.html


《課題》

①民生児童委員がまとめ役ではあるが、限界がある。
【２１町内に１５人】
②役員にはなったが、「誰と連携して」・「いつ」・「何を
していいのか」分からない。

〈結論〉
■ 各町内の「福祉推進員」・「となり組福祉員」・「愛の訪問員」
の連携が不可欠。
打ち合わせ会（合同研修会等）を計画し、「災害時の役割」・「役

割分担」を各町内会で話し合う必要がある。



民生児童委員協議会のみなさんにお願いしたいこと！

１）災害時要支援者への緊急情報の伝達と避難誘導 ＊まとめ役
①地震災害発生時の「声かけ行動」を統括して：安否確認・避難誘導

＊「支援者」・「となり組」・「愛の訪問員」と連携（統括）して実施。
②水害時：「避難準備情報」「避難指示・勧告情報等の伝達」避難の声かけ等

＊個別伝達

２）災害による被害の拡大防止のための措置の実施 ＊要支援者住居 訪問指示
①身の安全確保、落下危険物等の応急処置 ：二次的被害の防止
＊支援者・となり組・愛の訪問員と連携（統括）して実施

②初期消火 ＊必要に応じ、可能な限りの救助・救出活動

城北地区防災対策協議会
「災害時要支援者の命を守る取り組みへの協力依頼」



地域の関係団体と連携
＊横のつながり

防災対策協議会 民生児童委員協議会
社会福祉協議会（愛の訪問員・となり組）
婦人の会 等

地域の災害弱者対策 民生児童委員協議会
【災害時における要支援者対応】
１）要支援者への緊急情報の伝達と避難誘導 ＊まとめ役
①地震災害発生時の「声かけ行動」を統括：安否確認・避難誘導
＊「支援者」・「となり組」・「愛の訪問員」と連携して実施。

②「避難準備情報」「避難指示・勧告情報等の伝達」
避難の声かけ等 ＊個別伝達

２）災害による被害の拡大防止のための措置の実施 ＊要支援者住居訪問
①身の安全確保、落下危険物等の応急処置 ：二次的被害の防止
②初期消火 ＊必要に応じ、可能な限りの救助・救出活動

３）要支援者の町内支援者の連携（コーディネート） ＊まとめ役
①平時においても、「支援者」・「愛の訪問員」・「となり組」の、
ネットワーク（連携）を機能させて要支援者の見守り活動

（名簿等に基づく見回り）と情報共有等のまとめ役。
４）要支援者支援体制〈本部〉の確立 ＊パイプ役
①城北地区防災対策協議会・行政（福祉保健部）との連絡調整
②安否（避難状況）。
③要支援者の介護用物資・資機材等のニーズを把握し本部に報告。

５）福祉避難所等の受け入れ先の確保 ＊親族・施設との連絡調整
①城北地区の福祉避難所〈幸朋苑〉との連絡調整
②要支援者が普段利用している施設との連絡調整

６）避難・搬送の支援 ＊パイプ役
①避難先等との連絡調整・確保
②可能な限りの避難先への搬送、生命 維持等のための支援体制確立
・応急救護 ・補助器具、車等の手配

７）要支援者のニーズの把握（避難状況） ＊パイプ役
①障がい者用トイレ・畳・マット・間仕切り用パーテーションの確認
②避難場所への配慮（スペース確保） ・障がい種に対応
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城北校区 年齢階層別（推定）人口

２０１６年６月 現在

４８７０人

５２７０人

団塊の世代

アラフォー世代

＊城北地区が
出来た頃

城北地区統計
■人口 ：7294人
■世帯数：3043世帯
■加入率：70.8％
■人口変動率：-8,2％

千代水地区統計
■人口 ：4900人
■世帯数：2165世帯
■加入率：23.2％
■人口変動率：21,4％
■校区：城北,賀露,世紀
■昭和５６年に城北公民館

分館「千代水会館」
平成６年「千代水地区公民館」

■城北地区行事に多数参加
＊「公民館だより」配布



城北校区（地区）の現状 【 人
口】
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約１万

増加傾向ではあるが（少子化）
老年人口の増加（高齢化）
城北地区の老年人口（65 歳以上）
の割合は、２６％、１５年後以降に

は急激な高齢化が進行することが
予測されます。

城北地区
65 歳以上の割合

３４％

3人に１人

２０３０年

年少人口

18%

生産年齢人

口

48%
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34%

１５年後の年齢層別人口
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