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１．研究テーマと多摩圏の定義付け
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01 研究テーマ

テーマ

多摩圏の防災対策について
ー現状と今後の展望ー

背景

①「住みやすい街」という考えを軸に、

「安全」という視点から「防災」に絞った。

② 近年、歴史的に類を見ない災害に見舞われて

おり、「防災」は私達の生活の土台となっている。

02 多摩圏の対象範囲

▶東京２３区と島嶼部（伊豆諸島および小笠原諸島）

を除く地域

▶３０自治体（２６市３町１村）

出典：都内区市町村マップ, 東京都ホームページ

多摩圏 23区



２．論文の構成
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第１章 はじめに

第２章 多摩圏における災害の歴史

第３章 多摩圏における防災への取り組み

第４章 多摩圏における防災対策：課題と提言

第５章 おわりに

第１節 多摩圏の現状
第２節 研究対象
第３節 多摩圏における災害の歴史

第１節 公助の取り組みについて
第２節 共助の取り組みについて
第３節 自助の取り組みについて



３．公助・共助・自助 それぞれの意味
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/dayori-2014/201506-sp1.html

・実際に災害が起きた時に、できるだけ被害を少な
くするには事前に防災対策を立てておかなければな
りません。防災を考える上で、必要な三要素として
自助、共助、公助があります。



４．多摩圏における防災への取り組み（公助）

阪神・淡路大震災で、被災した方々へのアンケート結果
では、自助（家族、親戚）と共助（近所の人）の支援で
助かった方が、約70％であった。このことからも自助と
共助の重要性、公助の限界がわかる。

公助の主な取り組みに関して 大規模災害時の「公助の限界」

● 東京防災ブックの作成
● 地域防災計画の作成
● 防災マニュアルの作成
● ハザードマップの作成と公開
● 指定緊急避難場所や指定避難所の指定・整備
● 食料や飲料水など生活物資の備蓄
● 災害発生時に使用する資器材の整備と保管
● 民間企業や他地域の市区町村との応援協定
● 都道府県DMAT（災害派遣医療チーム）の編成、

研修、訓練
● 防災関連情報伝達制度の充実（防災行政無線、メ

ール、SNS、ウェブサイトの活用など）
● 市民講座などへの防災関連の出前講義
● 防災関連のパンフレット作成と交付
● 自主防災活動への補助金交付
● 防災訓練の実施
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５．多摩圏における防災への取り組み（自助）

自助の主な取り組みに関して 公助＆共助との自助の関り方

①マイ・タイムラインシート
②ローリングストック法

（飲料水や非常食の家庭内での管理）

③災害用伝言サービス

①フェーズフリー
STARTTS（スターツ）
IXANMESHI Table（イザメシ）
→ビジネスモデルを比較

②身近なIoTプロジェクト
八王子で行われているプロジェクトについて
→どのように住民（自助）に情報を提供し

ているのか

7

自分の身を守るための準備を
どのようにしていくのか？

自助は公助や共助と
どう繋がっていくのか？

カップヌードル

ローリングストックの仕組み

→具体的な事例を挙げる

出典：日清HP「”いつも”と”もしも”にそなえる
ローリングストックをはじめよう」
https://store.nissin.com/jp/special/rollingstock/

KF-05フレキシブルリュック

イザメシのメニュー

出典：https://onl.sc/JX34yyU
出典：
https://www.hotpepper.jp/strJ
001277728



５．多摩圏における防災への取り組み（自助）

「自助の取り組みに関して」からわかったこと
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〇公助⇒自助

〇共助⇒自助

〇公助⇒共助⇒自助

公助や共助の情報（サービス）が自助にどのように伝わっているのかを自助の取り組みを通して
主に３つに分けた。

サービスや情報を提供

例：マイ・タイムシート、東京防災アプリ

サービスや情報を提供

連携
OR

サービスや情報提供

提供

例：カップヌードルローリングストイック



５．多摩圏における防災への取り組み（自助）

公助＆共助との自助の関わり方
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自助では防災への事前準備が重要である。しかし、現状としては行政や自治体、企業からの防災関連の情
報が自助にアプロ―チが展開されつつあるにも関わらず、自助（個人や家族規模）にまでその情報やサー
ビスが知られていないことが今後の課題とされる。

フェーズフリー＝日常と非常時という垣根をなくしたサービス提供をしよう
という考え方

事例01 事例02
イザメシ

保存食を使ったカフェ
料理「イザメシテーブ

ル」を展開

グランドファンディン
グを使い、フェーズフ
リー商品を開発＆販売

スターツ

出典：スターツのオンラインショップ画像

①フェーズフリーという考え方に基
づいたサービスや情報は人々に防災意
識を促すという点において有効的な手
段の一つである。

②防災ビジネスはビジネスとして成
り立つ。グランドファンディングな
ど新しいサービスを展開することで
新規開拓のリスクを低減。



６.多摩圏における防災への取り組みのまとめ
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多摩圏における防災の歴史 公助・共助・自助の役割の明確化の必要性

共助

公助 自助

公助と自助の架け橋となる共助が
これからより重要になってくる

風水害

地震

火山

時代を重ねていくなかで災害の規模やスタイ
ルも変わっている。防災への取り組みがより

重要になってくる。



７．多摩圏における防災対策：課題と提言

学生の防災意識の涵養
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地域で求められるもの

公助・共助・自助の役割を理解し、それ
ぞれが機能していく組織（体制）づくり

東京都・市町村が中心となった防災計画
の再点検やそれに関する住民への発信

多摩大学が持っているもの

高等教育機関としての高い公平性

20代前半の若者が多く通っている

専門性の高い教授陣

多摩大学を防災拠点化



７．多摩圏における防災対策：課題と提言

多摩大学を防災拠点化

学生の防災意識の涵養

12

防災ボランティア
団体の設立

ボランティア
基地の支援

他機関・大学
との連携

総合教育の一環として、
防災に関する授業を正規
に入れる。

ゼミ単位ではなく、大学
単位の組織づくり。
大学単位することで、
継続性を持たせていく。

ボランティアセンターと
して多摩大学の施設を提
供しつつ、防災のリーダ
ーとして活動をサポート。

会議体（情報共有会議）
の設置。元々あるネット
ワーク（ボラネット多
摩）を参加など。
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