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第6章

第1節   災害への備え、対策、知識
防災訓練、自治体との関わり、ハザードマップ

第2節   災害情報の伝達
安否確認サービス、別居家族への呼びかけ

第3節   災害情報の収集
災害時の情報収集方法、自治体のアカウント、防災系アプリ
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●災害への備え、避難所·ハザードマップの認知、防災訓練への参
加は、いずれもシニア層が高い傾向（資料6-2～資料6-5）。

●「熱中症警戒アラート」「特別警報」「線状降水帯」について、内容ま
で理解をしているのは3割台（資料6-7）。

●半数強は、大雨や台風により自治体からの避難指示が出たらす
ぐに避難行動を行い、その内、約7割は「避難所」へ向かう（資料
6-9）。

災害への備え、対策、知識
防災訓練、自治体との関わり、ハザードマップ

第1節
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第
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何も準備していない

家具の固定

数日分の水・食糧

医薬品

非常用持ち出し袋

0% 10% 20% 30% 40% 50%

■ 2018年(n=6,000) ■ 2019年(n=6,926) ■ 2020年(n=6,925)
■ 2021年(n=8,837) ■ 2022年(n=7,050)

28.628.6

19.419.4

35.535.5

19.919.9

16.916.9

46.246.2

31.631.6

18.318.3

37.137.1

19.319.3

19.419.4

41.541.5

30.830.8

18.518.5

39.339.3

19.219.2

23.623.6

39.039.0

33.033.0

21.721.7

40.740.7

20.420.4

26.326.3

36.836.8

31.731.7

19.719.7

38.438.4

20.520.5

26.226.2

39.939.9

携帯電話用
モバイルバッテリー

出典：2018-2022年一般向けモバイル動向調査

●何も準備していない人は、2018年から減少傾向にあったが、2022年はやや増
加し4割。
●「携帯電話用モバイルバッテリー」の準備をしている人は、前年とほぼ変わら
ず約26％。

資料6-1 災害時の備えの年次推移（複数回答）
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30.030.0

15.515.5

32.432.4

16.916.9

36.236.2

38.238.2

21.021.0

13.113.1

25.325.3

10.310.3

27.127.1

50.450.4

25.725.7

16.116.1

29.829.8

13.913.9

23.823.8

49.149.1

29.129.1

16.216.2

33.833.8

16.416.4

27.727.7

41.341.3

27.927.9

17.117.1

35.435.4

19.819.8

29.129.1

44.744.7

32.832.8

18.718.7

40.440.4

24.724.7

24.524.5

40.640.6

36.836.8

24.024.0

45.345.3

27.527.5

22.622.6

34.434.4

27.527.5

9.39.3

28.428.4

10.810.8

29.429.4

43.143.1

22.022.0

15.015.0

22.822.8

12.812.8

25.025.0

52.252.2

33.133.1

18.318.3

34.634.6

13.213.2

28.728.7

42.142.1

31.731.7

21.521.5

40.540.5

17.617.6

26.026.0

39.739.7

34.034.0

22.222.2

43.343.3

23.623.6

24.424.4

34.334.3

37.937.9

25.225.2

49.849.8

31.631.6

27.527.5

30.730.7

46.046.0

31.731.7

58.758.7

35.035.0

23.123.1

25.225.2

何も準備していない

数日分の水・食糧

家具の固定

携帯電話用
モバイルバッテリー

医薬品

非常用持ち出し袋

■ 男性10代(n=207) ■ 男性20代(n=458)
■ 男性30代(n=517) ■ 男性40代(n=647)
■ 男性50代(n=591) ■ 男性60代(n=539)
■ 男性70代(n=541) 

■ 女性10代(n=204) ■ 女性20代(n=460)
■ 女性30代(n=508) ■ 女性40代(n=619)
■ 女性50代(n=589) ■ 女性60代(n=564)
■ 女性70代(n=606) 

0% 0%20% 20%40% 40%60% 60%80% 80%

出典：2022年一般向けモバイル動向調査

災害時の備え［性年代別］（複数回答）

●年代が上がるに伴い、各種備えの割合は上昇する傾向。
●一方、「携帯電話用モバイルバッテリー」の割合は年代が上がるほど減少する
傾向。

資料6-2
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70代（n=1,471)

60代（n=1,420)

50代（n=1,504)

40代（n=1,646)

30代（n=1,306)

20代（n=1,186)

10代（n=539)

20％0％ 60％ 80％ 90％40％10％ 50％ 70％30％ 100％

■ 避難所を知っていて経路も決めている
■ 避難所を知っているが、経路は決めていない　　　　■ 避難所を知らない

38.838.8

33.133.1

33.233.2

41.641.6

44.344.3

53.953.9

61.761.7

30.630.6

25.025.0

29.629.6

31.231.2

33.433.4

29.429.4

25.225.2

30.630.6

41.941.9

37.237.2

27.227.2

22.322.3

16.816.8

13.113.1

出典：2021年防災調査

●避難所の認知率は70代が最も高く、9割程度。最も低いのは20代で6割を下回る。

避難所の認知、経路［年代別］（単一回答）資料6-3



170

第
第
第

70代（n=1,471)

10代（n=539)

20％0％ 60％ 80％ 90％40％10％ 50％ 70％30％ 100％

■ 毎回参加している ■ ときどき参加している
■ たまに参加している ■ 参加したことがない

3.93.9

1.51.5

2.12.1

3.53.5

3.93.9

10.610.6

9.39.3

5.45.4

4.24.2

6.76.7

6.16.1

12.412.4

15.415.4

18.018.0

71.471.4

20代（n=1,186) 7.17.1 86.086.0

30代（n=1,306) 6.96.9 86.886.8

40代（n=1,646) 11.811.8 77.977.9

50代（n=1,504) 13.513.5 76.576.5

60代（n=1,420) 6.26.2 11.811.8 15.015.0 67.067.0

58.958.9

出典：2021年防災調査

●参加したことがある人はシニア層が高く、70代で4割程度。

資料6-4 地域の防災訓練への参加［年代別］（単一回答）
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70代（n=1,471)

60代（n=1,420)

50代（n=1,504)

40代（n=1,646)

30代（n=1,306)

20代（n=1,186)

10代（n=539)

20％0％ 60％ 80％ 90％40％10％ 50％ 70％30％ 100％

■ 所持している ■ 所持はしていないが、確認したことがある
■ 確認したことがない、存在を知らない

22.122.1

20.120.1

24.324.3

32.932.9

35.235.2

44.444.4

54.054.0

44.744.7

41.141.1

43.943.9

43.143.1

45.545.5

42.542.5

35.135.1

33.233.2

38.938.9

31.831.8

24.024.0

19.219.2

13.113.1

10.910.9

出典：2021年防災調査

●ハザードマップの認知率はシニアほど高く、70代で9割程。

ハザードマップの認知と所持［年代別］（単一回答）資料6-5

出典：2021年防災調査

●ハザードマップの認知および所持は高い順に和歌山県・高知県・福井県。

ハザードマップの認知と所持［都道府県別］資料6-6

（％）

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

70.1 70.9 78.1 80.1 78.6 80.2 78.7
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

77.3 69.4 75.9 75.1 70.4 79.3 77.4
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

79.4 72.2 72.2 84.9 75.7 81.5 76.4 81.9 76.4
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

78.6 74.6 70.7 77.4 84.7 67.0 89.7
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

78.0 84.6 78.9 83.7 81.0 75.7 72.1 72.1 85.3
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全国平均

77.4 75.7 72.8 83.1 76.6 78.9 80.5 61.4 77.0
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資料0-00

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

キキクル（危険度分布）

線状降水帯

特別警報

熱中症警戒アラート

■ 聞いたこともあり、内容も理解している ■ 聞いたことがあり、意味もなんとなくわかる
■ 聞いたことはあるが、意味はわからない ■ 聞いたことはない

38.438.4

36.036.0

33.533.5

5.85.8

44.744.7

48.148.1

36.036.0

13.713.7

9.79.7

12.112.1

14.614.6

17.417.4

7.27.2

3.73.7

16.016.0

63.163.1

出典：2021年防災調査

●「熱中症警戒アラート」「特別警報」「線状降水帯」の内容まで理解をしているの
は3割台。

気象に関する用語の理解資料6-7

特に要望はない
その他
避難訓練の実施・拡充
ビッグデータを活用した避難状況の把握
学校での防災教育の充実
スマホ・タブレットのアプリを利用した防災教育
避難路の整備
防災に関わる情報の公開
災害弱者への支援
建物の耐震対策
避難所の感染対策
防災用品のあっせんや配布
夜間街灯の整備
備蓄品の整備・拡充
避難所の設置・整備
ハザードマップの詳細な説明、解説

0% 5% 20% 40%10% 30%25%15% 35%

26.226.2
25.125.1

23.023.0
22.622.6

20.920.9
20.420.4

17.217.2
16.316.3
16.316.3
15.215.2
13.813.8

9.09.0
7.67.6
7.37.3

0.90.9
34.034.0

出典：2021年防災調査

●3人に2人は、自治体へなんらかの要望がある。

防災に関する自治体への要望（複数回答）資料6-8
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資料0-00

親戚や知人宅に行く

車中で過ごす

自宅の中で比較的
安全な場所に移動する

避難所に行く

0% 20% 40% 60% 80%

70.470.4

53.653.6

9.19.1

9.19.1

■ する ■ おそらくする
■ おそらくしない ■ しない

45.8%45.8%37.6%37.6%

8.9%8.9%7.7%7.7%

※避難行動を行う（n=4,957）が対象

具体的に行う行動大雨や台風により自治体からの避難指示
が出たら、すぐに避難行動を行うか

出典：2021年防災調査

●半数強は、大雨や台風により自治体からの避難指示が出たら、すぐに避難行動
を行う。
●避難行動を行う人の内、約7割が「避難所に行く」。

資料6-9 自治体からの避難指示と避難行動
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第2節

災害情報の伝達
安否確認サービス、別居家族への呼びかけ

●災害用伝言ダイヤルは低下傾向、災害用伝言版は上昇傾向（資料
6-10）。

●災害の連絡方法を家族と決めているのは70代が最も高く4割を超
える（資料6-12）。
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0%

10%

20%

40%

30%

50%

60%

70%

80%

90%

2022年
(n=6,587)

2021年
(n=8,249)

2020年
(n=6,362)

2019年
(n=6,136)

2018年
(n=5,085)

2017年
(n=2,556)

2016年
(n=2,451)

2015年
(n=2,420)

2014年
(n=2,743)

2013年
(n=2,730)

2012年
(n=2,481)

2011年
(n=2,503)

2010年
(n=2,542)

63.263.2
59.059.0

75.175.1

48.548.5
45.145.1

41.741.7 42.142.1 40.640.6

59.859.8
65.565.5 64.264.2 62.462.4

57.257.2

35.535.5
31.731.7

41.241.2

31.531.5
28.028.0 25.725.7 27.727.7 27.027.0

30.630.6 31.731.7 31.331.3 30.630.6 40.940.9

60.960.9

災害用伝言ダイヤルがあることを知っている
エリアメール／緊急速報メールを知っている
携帯電話に災害用伝言板があることを知っている

注1：携帯電話所有者が対象。
注2：エリアメール、緊急速報メールの認知は2022年より調査。
出典：2010-2022年一般向けモバイル動向調査

●「災害用伝言ダイヤル」の認知率は2022年では6割弱となった。東日本大震災
後の2012年、全国的な気象災害のあった2017年の後に認知が拡大。
●「エリアメール／緊急速報メール」の認知も6割程度と「災害用伝言ダイヤル」
と同水準。

災害時の安否確認サービスの認知率の年次推移（複数回答）資料6-10
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出典：2021年防災調査

■ 期待できる
■ ある程度期待できる
■ あまり期待できない
■ 期待できない

44.3%44.3%34.6%34.6%

8.5%8.5%12.6%12.6%

●半数強が助け合いに期待ができると回答。
●最も高い県は福井県、続いて山梨県、長崎県と続く。

大きな災害が発生した際の住民同士の助け合い
［都道府県別］

資料6-11

住民同士の助け合いが期待できる［都道府県別］ 

（％）
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

49.0 54.4 52.1 60.8 57.1 62.6 57.4
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

58.5 54.4 47.6 50.5 52.3 44.3 50.1
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

60.0 51.1 55.7 69.9 68.9 62.9 58.8 64.2 50.9
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

52.7 57.0 51.1 47.5 54.0 57.8 56.3
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

55.9 58.5 57.7 53.1 56.2 51.4 50.0 51.9 54.4
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全国

44.7 55.4 65.0 53.8 55.3 58.9 57.7 50.9 52.8
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70代(n＝1,425)

60代(n＝1,351)

50代(n＝1,437)

40代(n＝1,586)

30代(n＝1,269)

20代(n＝1,125)

10代(n＝527)

0% 5% 20% 45%40%10% 30%25%15% 35%

38.938.9

30.430.4

27.927.9

32.532.5

30.830.8

34.934.9

41.441.4

注：対象者がいるn=8,720。
出典：2021年防災調査

●�70代が最も高く41％を超え、続いて10代が約39％。最も低いのは30代で約
28％。

災害時の連絡方法を家族で決めている資料6-12

注：対象者がいるn=7,635。
出典：2021年防災調査

■ 必ず伝えると思う
■ 多くの場合伝えると思う
■ あまり伝えないと思う
■ 伝えないと思う

47.9%47.9%

32.1%32.1%

5.3%5.3%

14.8%14.8%

●8割程度が別居家族に伝えると回答

資料6-13 別居家族に災害の危機が迫っている時、直接連絡をとり、
災害情報を伝える（単一回答）
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第3節

災害情報の収集
災害時の情報収集方法、自治体のアカウント、防災系アプリ

●災害時の情報収集手段　「テレビ」が最も多い（資料6-14）。

●約4割が地域の自治体の災害情報配信サービスにアカウント登録
している（資料6-18）。

●若年層ほどSNSで情報を収集し、その情報を信用している「積極
派」の割合が高い（資料6-20）。

●防災系アプリのインストール率は年々上昇している（資料6-21）。
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資料0-00

出典：2022年一般向けモバイル動向調査

その他

区長・自治組織

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

市町村の広報車や消防車両

友人・知人・親戚

ラジオ

防災無線やサイレン

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

テレビ

0% 40%20%10% 30% 60% 70% 80%50%

67.167.1

48.548.5

46.846.8

43.343.3

27.527.5

24.424.4

23.323.3

19.719.7

18.918.9

16.016.0

8.48.4

0.30.3

●�「テレビ」が最も多く、「インターネット」「SNS」「エリアメール、緊急速報メー
ル」が4～5割となった。

災害時の情報収集手段［地震の場合］（複数回答）資料6-15

出典：2022年一般向けモバイル動向調査

その他

区長・自治組織

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

市町村の広報車や消防車両

友人・知人・親戚

ラジオ

防災無線やサイレン

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

テレビ

0% 40%20%10% 30% 60% 70% 80%50%

71.071.0

57.657.6

49.849.8

44.444.4

26.526.5

26.526.5

26.026.0

22.722.7

19.619.6

18.118.1

8.28.2

0.30.3

●「テレビ」が最も多く、「インターネット」「SNS」「エリアメール·緊急速報メー
ル」と続く。

災害時の情報収集手段［大雨·台風の場合］（複数回答）資料6-14
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友人・知人・親戚

区長・自治組織

市町村の広報車や消防車両

防災無線やサイレン

ラジオ

テレビ

スマホ・タブレット・パソコンで
見るテレビ配信

エリアメール、緊急速報メール

（スマートフォンで使う）
アプリ（SNS除く）

インターネットでの
ホームページ閲覧（SNS除く）

SNS

0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80%50%

■ 2018年(n=6,000) ■ 2019年(n=6,926) ■ 2020年(n=6,925)
■ 2021年(n=8,837) ■ 2022年(n=7,050)

11.311.3

51.651.6

17.317.3

38.138.1

56.756.7

27.427.4

44.444.4

31.531.5

13.813.8

26.726.7

32.132.1

45.545.5

18.818.8

45.445.4

67.867.8

29.629.6

51.751.7

37.237.2

14.014.0

36.336.3

34.634.6

49.349.3

21.221.2

47.647.6

68.768.7

28.128.1

50.150.1

36.236.2

13.913.9

36.236.2

38.838.8

52.052.0

23.523.5

46.346.3

68.668.6

26.426.4

48.548.5

35.635.6

13.913.9

34.434.4

46.846.8

48.548.5

24.424.4

43.343.3

16.016.0

67.167.1

23.323.3

27.527.5

18.918.9

8.48.4

19.719.7

●「テレビ」が最も多く7割弱、経年変化はあまり見られない。
●「SNS」での情報収集が増加傾向にある。

災害時の情報収集手段［地震の場合］の年次推移（複数回答）資料6-16

注：2018-2021年は災害全般で聴取。
出典：2018-2022年一般向けモバイル動向調査
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注：携帯電話所有者が回答。
出典：2022年一般向けモバイル動向調査

0% 40%20%10% 30% 60% 70% 80%50%

(n=6,587)(n=6,587)
登録していない

その他

LINE

Facebook

Twitter

メール 27.827.8

7.57.5

3.43.4

20.120.1

0.70.7

58.858.8

●「登録していない」が6割程度でトップ。
●「メール」が3割弱、「LINE」が2割程度となった。

自治体の災害情報配信サービス登録状況（複数回答）資料6-17
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出典：2022年一般向けモバイル動向調査

21.421.4

18.218.2

2.72.7

25.725.7

0.00.0

58.858.8

21.721.7

17.517.5

6.46.4

22.222.2

0.50.5

61.061.0

24.524.5

11.811.8

9.19.1

25.125.1

0.20.2

59.359.3

28.328.3

8.58.5

5.15.1

21.121.1

1.01.0

59.159.1

31.331.3

6.56.5

3.53.5

17.317.3

0.20.2

59.159.1

38.538.5

3.53.5

3.13.1

21.021.0

1.21.2

51.551.5

39.039.0

2.22.2

3.03.0

15.315.3

0.80.8

53.153.1

12.312.3

14.414.4

0.50.5

16.916.9

0.50.5

70.870.8

14.014.0

11.711.7

2.52.5

18.818.8

0.00.0

70.970.9

18.918.9

9.99.9

3.43.4

23.123.1

0.40.4

62.762.7

26.426.4

7.17.1

2.72.7

23.523.5

1.21.2

56.356.3

31.331.3

4.64.6

1.51.5

21.121.1

1.11.1

54.354.3

30.730.7

2.82.8

1.91.9

19.219.2

0.60.6

56.756.7

32.432.4

0.70.7

1.41.4

13.813.8

0.90.9

59.759.7

登録していない

Facebook

LINE

その他

Twitter

メール

0% 0%20% 20%40% 40%60% 60%80% 80%

■ 男性10代(n=187) ■ 男性20代(n=423)
■ 男性30代(n=474) ■ 男性40代(n=611)
■ 男性50代(n=550) ■ 男性60代(n=509)
■ 男性70代(n=497) 

■ 女性10代(n=195) ■ 女性20代(n=437)
■ 女性30代(n=477) ■ 女性40代(n=592)
■ 女性50代(n=549) ■ 女性60代(n=527)
■ 女性70代(n=559) 

●「メール」は年齢が上がるにつれて登録率が高くなる。
●「Twitter」は若年層の方が登録率が高い。

自治体の災害情報配信サービス登録状況［性年代別］
（複数回答）

資料6-18
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出典：2021年防災調査

■ 信用できる ■ やや信用できる
■ あまり信用できない ■ 信用できない

■ SNSを利用しない
■ SNSを利用する

41.641.6% 58.458.4%

3.7%3.7%

29.5%29.5%

47.8%47.8%

19.1%19.1%

災害時の情報収集にSNSを利用する 災害時のSNSの情報（知人ではない）を
信用できる

●4割程度が災害時にSNSで情報収集を行う。
●知人ではないSNSの情報を信用できる、との回答は3割程度。

災害時のSNSでの情報収集と信用（単一回答）資料6-19
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出典：2021年防災調査

70代（n=1,471)

60代（n=1,420)

50代（n=1,504)

40代（n=1,646)

30代（n=1,306)

20代（n=1,186)

10代（n=539)

20％0％ 60％ 80％ 90％40％10％ 50％ 70％30％ 100％

■ 積極派（SNSで情報を収集し、信用している）
■ 疑心派（SNSで情報を収集するが、信用はしていない）
■ 期待派（SNSで情報を収集していないが、信用はできる）
■ 消極派（SNSで情報を収集せず、信用もしていない）

39.739.7

39.539.5

28.028.0

19.319.3

17.317.3

10.210.2

6.06.0

36.536.5

35.635.6

28.928.9

20.020.0

17.617.6

12.712.7

9.49.4

5.85.8

7.67.6

9.39.3

13.913.9

15.015.0

14.914.9

16.116.1

18.018.0

17.317.3

33.833.8

46.746.7

50.150.1

62.162.1

68.568.5

●若年層ほどSNSで情報を収集しているが、その情報を信用している「積極派」
と、信用をしていない「疑心派」が、同程度存在している。

災害時のSNSでの情報収集と信用［年代別］資料6-20
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0%

40%

20%

10%

30%

50%

60%

2021年
(n=8,357)

2020年
(n=5,518)

2019年
(n=5,074)

2018年
(n=4,156)

32.0％  32.0％  

42.8％42.8％
46.5％46.5％ 48.2％ 48.2％ 

注：スマートフォン所有者が対象。
出典：2018-2020年一般向けモバイル動向調査、2021年防災調査

●年々インストール率は上昇傾向にある。

防災系アプリのインストール率の年次推移資料6-21
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出典：2021年防災調査調査

70代(n=1,161)

60代(n=1,260)

50代(n=1,403)

40代(n=1,552)

30代(n=1,271)

20代(n=1,176)

10代(n=534)

0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40%25%

■ Yahoo! 防災速報 ■ NHKニュース・防災 ■ ウェザーニュース
■ 自治体が作成したアプリ ■ 防災情報　全国避難所ガイド ■ 特務機関 NERV 防災

17.617.6

20.420.4

26.326.3

31.531.5

36.836.8

36.636.6

27.927.9

6.66.6

7.17.1

8.88.8

10.910.9

16.416.4

27.127.1

31.231.2

11.211.2

8.68.6

10.010.0

10.410.4

15.015.0

19.419.4

18.818.8

2.62.6

3.33.3

2.72.7

4.44.4

6.16.1

9.39.3

13.413.4

4.54.5

3.23.2

3.13.1

2.92.9

3.63.6

4.04.0

4.74.7

6.46.4

4.34.3

2.32.3

2.32.3

1.61.6

1.01.0

0.90.9

●「Yahoo!防災速報」のインストール率が高いが、70代は「NHKニュース·防災」
が最も高い。

防災系アプリのインストール率［サービス別］［年代別］
（複数回答）

資料6-22


