
 

 
 

   
 

 

 

平成 30 年 11 月 27 日 

消 防 庁 
 
 

防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果 
 

地方公共団体の公共施設等は、多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の発生時には災害

応急対策の実施拠点や避難場所・避難所になるなど、防災拠点としても重要な役割を果たして

いることから、消防庁では、これらの施設の耐震化状況を確認するため、調査を実施し、この

度、平成 29年度末現在の状況を別添１のとおり取りまとめましたので公表します。 

本調査結果を受け、本日、消防庁では防災拠点となる公共施設等の耐震化を進めるよう、別

添２のとおり通知を発出いたします。 

なお、平成 30年７月豪雨や北海道胆振東部地震等の影響により、一部の被災道県・市町村の

調査結果を修正する可能性がありますことを申し添えます。 
  
１ 調査対象 

   都道府県 47団体、市町村 1,741団体 

 

２ 調査基準日 

   平成 30年３月 31日 

 

３ 調査結果の概要 

○地方公共団体が所有又は管理する防災拠点となる公共施設等：190,642棟 

このうち耐震性が確保されている公共施設等：177,514棟（93.1％、前年比＋0.9％） 

 
○施設区分別耐震率（耐震率順） 

１ 文教施設（校舎・体育館） 98.5%（前年比＋0.4%） ６ 体育館 84.0%（前年比＋1.2%） 

２ 診療施設 91.6%（前年比＋2.0%） ７ 庁舎 83.9%（前年比＋2.6%） 

３ 消防本部・消防署所 91.5%（前年比＋1.1%） ８ 県民会館・公民館等 82.8%（前年比＋2.1%） 

４ 社会福祉施設 88.0%（前年比＋1.5%） ※ その他 84.4%（前年比＋3.3%） 

５ 警察本部・警察署等 86.3%（前年比＋1.4%）   

 

○ 災害対策本部が設置される庁舎等の耐震状況 

・都道府県 47団体中 45団体の庁舎が耐震化（95.7%、前年と同じ）、耐震化されていない２

団体においても代替庁舎は耐震化済（前年と同じ） 

・市町村  1,741団体中 1,451団体の庁舎が耐震化（83.3%、前年比＋7.1%)、耐震化されて

いない 290団体中、231団体においても代替庁舎は耐震化済（代替庁舎を含めた

耐震率 96.6%、前年比＋1.0%） 

 

  

 
 

 

（連絡先）消防庁国民保護・防災部防災課 

陰山震災対策専門官、木村係長、片山事務官 

電話：03-5253-7525 

FAX ：03-5253-7535 



 

 
 

１ 耐震率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 耐震性有無の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本調査において耐震性が確保されているとは、昭和 56 年の建築基準法改正に伴い導入

された現行の耐震基準を満たす、ということです。この耐震基準は、震度 5強程度の地震

に対しては、ほとんど損傷を生じず、震度 6強程度の地震に対しては人命に危害を及ぼす

ような倒壊等の被害を生じないことを目安にしたものです。 
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各年度末 

7,758棟
(4.1%)

昭和56年以前建築で
耐震診断未実施の棟数

防災拠点となる

公共施設等
190,642棟

耐震性有
28,535棟(15.0%)

改修済
46,947棟
(24.6%)

昭和57年以降
建築の棟数
102,032棟
(53.5%)

耐震性有
177,514棟
(93.1%)

13,128棟
(6.9%)

昭和56年以前建築
で耐震診断実施
80,852棟 (42.4%)

未改修
5,370棟

(2.8%)

別添１ 



（平成29年度末）

改修の必
要がない
棟数
※１

改修済
棟数

未改修
の棟数
※２

A B X Y C D B+C+D=E Y/X E/A

1 北海道 10,625 6,327 4,298 3,276 927 1,762 587 1,022 9,016 76.2% 84.9%

2 青森県 2,687 1,539 1,148 965 536 376 53 183 2,451 84.1% 91.2%

3 岩手県 2,447 1,539 908 743 415 243 85 165 2,197 81.8% 89.8%

4 宮城県 2,681 1,622 1,059 1,013 483 489 41 46 2,594 95.7% 96.8%

5 秋田県 2,281 1,381 900 723 212 476 35 177 2,069 80.3% 90.7%

6 山形県 1,954 1,314 640 544 190 293 61 96 1,797 85.0% 92.0%

7 福島県 4,646 2,635 2,011 1,768 674 806 288 243 4,115 87.9% 88.6%

8 茨城県 5,031 2,830 2,201 2,016 764 1,059 193 185 4,653 91.6% 92.5%

9 栃木県 2,024 1,102 922 822 257 510 55 100 1,869 89.2% 92.3%

10 群馬県 3,238 1,867 1,371 1,241 386 769 86 130 3,022 90.5% 93.3%

11 埼玉県 7,119 3,116 4,003 3,828 938 2,742 148 175 6,796 95.6% 95.5%

12 千葉県 8,192 3,864 4,328 4,132 1,524 2,408 200 196 7,796 95.5% 95.2%

13 東京都 10,670 4,183 6,487 6,445 2,300 4,082 63 42 10,565 99.4% 99.0%

14 神奈川県 7,629 3,659 3,970 3,802 1,438 2,255 109 168 7,352 95.8% 96.4%

15 新潟県 5,409 3,196 2,213 1,896 535 1,254 107 317 4,985 85.7% 92.2%

16 富山県 2,379 1,472 907 817 397 292 128 90 2,161 90.1% 90.8%

17 石川県 2,733 1,592 1,141 1,064 206 771 87 77 2,569 93.3% 94.0%

18 福井県 2,126 1,118 1,008 953 268 611 74 55 1,997 94.5% 93.9%

19 山梨県 2,013 1,255 758 712 403 249 60 46 1,907 93.9% 94.7%

20 長野県 5,066 3,293 1,773 1,595 550 881 164 178 4,724 90.0% 93.2%

21 岐阜県 4,338 2,386 1,952 1,904 751 1,035 118 48 4,172 97.5% 96.2%

22 静岡県 5,807 3,199 2,608 2,550 1,286 1,166 98 58 5,651 97.8% 97.3%

23 愛知県 8,882 4,196 4,686 4,479 1,677 2,742 60 207 8,615 95.6% 97.0%

24 三重県 2,888 1,775 1,113 1,081 595 442 44 32 2,812 97.1% 97.4%

25 滋賀県 3,077 1,862 1,215 1,123 396 653 74 92 2,911 92.4% 94.6%

26 京都府 4,505 2,066 2,439 2,266 871 1,249 146 173 4,186 92.9% 92.9%

27 大阪府 11,468 4,457 7,011 6,837 2,126 4,562 149 174 11,145 97.5% 97.2%

28 兵庫県 9,523 4,744 4,779 4,428 921 3,336 171 351 9,001 92.7% 94.5%

29 奈良県 2,423 1,372 1,051 824 285 440 99 227 2,097 78.4% 86.5%

30 和歌山県 1,958 1,021 937 861 265 559 37 76 1,845 91.9% 94.2%

31 鳥取県 1,714 1,009 705 609 230 306 73 96 1,545 86.4% 90.1%

32 島根県 1,993 1,206 787 606 252 260 94 181 1,718 77.0% 86.2%

33 岡山県 3,640 2,055 1,585 1,390 375 873 142 195 3,303 87.7% 90.7%

34 広島県 4,055 2,041 2,014 1,736 370 1,052 314 278 3,463 86.2% 85.4%

35 山口県 2,357 1,311 1,046 871 304 416 151 175 2,031 83.3% 86.2%

36 徳島県 2,197 1,228 969 829 143 634 52 140 2,005 85.6% 91.3%

37 香川県 1,823 974 849 782 178 547 57 67 1,699 92.1% 93.2%

38 愛媛県 3,235 1,791 1,444 1,238 257 784 197 206 2,832 85.7% 87.5%

39 高知県 2,293 1,382 911 730 177 483 70 181 2,042 80.1% 89.1%

40 福岡県 5,032 2,999 2,033 1,853 945 796 112 180 4,740 91.1% 94.2%

41 佐賀県 2,002 1,147 855 799 420 343 36 56 1,910 93.5% 95.4%

42 長崎県 2,099 1,154 945 786 221 461 104 159 1,836 83.2% 87.5%

43 熊本県 2,917 1,647 1,270 1,114 629 441 44 156 2,717 87.7% 93.1%

44 大分県 1,850 1,202 648 564 186 346 32 84 1,734 87.0% 93.7%

45 宮崎県 2,080 1,076 1,004 903 558 295 50 101 1,929 89.9% 92.7%

46 鹿児島県 3,072 1,697 1,375 1,164 679 369 116 211 2,745 84.7% 89.4%

47 沖縄県 2,464 2,131 333 170 35 29 106 163 2,195 51.1% 89.1%

190,642 102,032 88,610 80,852 28,535 46,947 5,370 7,758 177,514 91.2% 93.1%

※1

※2 昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有しない」と診断
されたが未改修の建築物

都道府県
名

耐震診
断実施
率

耐震率

防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況（都道府県別）

合計

昭和56年5月31日以前の建築確認を得て建築された建築物のうち、耐震診断の結果「耐震性能を有する」と診断さ

れた建築物

全棟数 耐震診
断未実
施棟数

S57年以
降

建築の
棟数

S56年以
前

建築の
棟数

耐震済
の棟数

耐震診
断実施
棟数



 

全棟数 昭和56年 平成29年度 平成29年度

昭和57年 昭和56年 以前建築の 耐震診断 改修の必要 改修の必要 改修済 耐震済 耐震率

以降建築の 以前建築の 全棟数に 実施棟数 がない棟数 がある棟数 の棟数 の棟数

棟　数 棟　数 占める割合 (耐震性有)

A B C C/A D E F G B+E+G=H H/A

 1 社会福祉施設 19,741    11,979    7,762      39.3%      6,136      3,500      2,636      1,897      17,376    88.0%      

 2 文教施設
（校舎・体育館）

109,795 49,604    60,191    54.8%      59,859    18,902    40,957    39,685    108,191  98.5%      

 3 庁舎 9,180      5,071      4,109      44.8%      3,570      1,086      2,484      1,546      7,703      83.9%      

 4 県民会館・公民館等 17,518    11,580    5,938      33.9%      4,006      1,727      2,279      1,192      14,499    82.8%      

 5 体育館 5,119      3,186      1,933      37.8%      1,419      494        925        621        4,301      84.0%      

 6 診療施設 3,068      2,442      626        20.4%      491        231        260        138        2,811      91.6%      

 7 警察本部・警察署等 5,466      3,840      1,626      29.7%      993        328        665        548        4,716      86.3%      

 8 消防本部・消防署所 5,728 3,974      1,754      30.6%      1,468      731        737        534        5,239      91.5%      

 9 その他 15,027    10,356    4,671      31.1%      2,910      1,536      1,374      786        12,678    84.4%      

合　　　　計 190,642 102,032 88,610 46.5%      80,852    28,535    52,317    46,947    177,514  93.1%      

※耐震率＝（昭和57年以降建築棟数B ＋ 耐震性有棟数E ＋ 耐震改修済棟数G） /全棟数A

※その他：上記以外の施設のうち、指定緊急避難場所又は指定避難所に指定している施設

（平成29年度末）

防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況（施設区分別）

本調査でいう「防災拠点となる公共施設等」とは、地方公共団体が所有又は管理する公

共施設・公用施設のうち、災害応急対策の実施拠点となる庁舎や消防署所、避難場所・

避難所となる学校施設や公民館、災害時の医療救護施設となる病院や診療所、災害時

に配慮が必要となる者のための社会福祉施設などを指します。



（平成29年度末）

全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率

1 北海道 852 682 80.0% 5112 4798 93.9% 462 303 65.6% 1091 827 75.8% 312 238 76.3%

2 青森県 153 130 85.0% 1544 1527 98.9% 143 104 72.7% 241 185 76.8% 88 71 80.7%

3 岩手県 236 179 75.8% 1155 1126 97.5% 131 103 78.6% 377 311 82.5% 138 126 91.3%

4 宮城県 314 293 93.3% 1363 1358 99.6% 168 158 94.0% 301 275 91.4% 91 86 94.5%

5 秋田県 184 148 80.4% 1053 1048 99.5% 137 112 81.8% 321 256 79.8% 122 103 84.4%

6 山形県 183 166 90.7% 788 783 99.4% 150 126 84.0% 344 301 87.5% 80 66 82.5%

7 福島県 383 299 78.1% 2239 2121 94.7% 235 183 77.9% 547 417 76.2% 214 160 74.8%

8 茨城県 349 276 79.1% 3184 3099 97.3% 285 250 87.7% 442 370 83.7% 107 88 82.2%

9 栃木県 152 128 84.2% 1153 1151 99.8% 172 143 83.1% 164 126 76.8% 98 71 72.4%

10 群馬県 277 241 87.0% 1927 1918 99.5% 152 123 80.9% 249 206 82.7% 101 82 81.2%

11 埼玉県 796 690 86.7% 4625 4623 100.0% 266 242 91.0% 565 478 84.6% 114 93 81.6%

12 千葉県 686 614 89.5% 5230 5209 99.6% 346 285 82.4% 393 351 89.3% 111 104 93.7%

13 東京都 1967 1947 99.0% 6723 6718 99.9% 462 438 94.8% 414 396 95.7% 118 107 90.7%

14 神奈川県 754 724 96.0% 5265 5206 98.9% 290 274 94.5% 188 176 93.6% 20 19 95.0%

15 新潟県 622 540 86.8% 2907 2868 98.7% 233 193 82.8% 381 326 85.6% 196 162 82.7%

16 富山県 249 216 86.7% 1277 1215 95.1% 110 90 81.8% 262 233 88.9% 107 86 80.4%

17 石川県 283 249 88.0% 1575 1539 97.7% 135 122 90.4% 259 225 86.9% 89 81 91.0%

18 福井県 198 190 96.0% 1249 1249 100.0% 97 78 80.4% 273 210 76.9% 79 70 88.6%

19 山梨県 246 226 91.9% 844 843 99.9% 115 107 93.0% 190 164 86.3% 85 79 92.9%

20 長野県 905 804 88.8% 2206 2187 99.1% 279 247 88.5% 747 633 84.7% 200 181 90.5%

21 岐阜県 573 534 93.2% 2393 2389 99.8% 189 168 88.9% 503 466 92.6% 145 122 84.1%

22 静岡県 405 393 97.0% 3905 3836 98.2% 247 238 96.4% 242 231 95.5% 56 55 98.2%

23 愛知県 1463 1413 96.6% 4968 4968 100.0% 360 354 98.3% 634 625 98.6% 112 109 97.3%

24 三重県 408 390 95.6% 1376 1371 99.6% 217 210 96.8% 327 309 94.5% 96 86 89.6%

25 滋賀県 344 296 86.0% 1977 1966 99.4% 140 105 75.0% 234 207 88.5% 73 60 82.2%

26 京都府 352 305 86.6% 2965 2950 99.5% 229 173 75.5% 271 188 69.4% 78 66 84.6%

27 大阪府 884 767 86.8% 8754 8738 99.8% 306 275 89.9% 295 259 87.8% 68 62 91.2%

28 兵庫県 776 660 85.1% 6495 6459 99.4% 267 233 87.3% 828 662 80.0% 164 142 86.6%

29 奈良県 336 273 81.3% 976 945 96.8% 241 186 77.2% 332 255 76.8% 99 68 68.7%

30 和歌山県 221 200 90.5% 1042 1032 99.0% 152 132 86.8% 195 162 83.1% 58 55 94.8%

31 鳥取県 168 158 94.0% 790 781 98.9% 98 80 81.6% 286 223 78.0% 127 98 77.2%

32 島根県 214 171 79.9% 971 933 96.1% 126 102 81.0% 332 240 72.3% 90 61 67.8%

33 岡山県 391 316 80.8% 2034 1994 98.0% 159 106 66.7% 473 380 80.3% 79 60 75.9%

34 広島県 463 344 74.3% 2187 2113 96.6% 160 115 71.9% 508 347 68.3% 109 85 78.0%

35 山口県 274 200 73.0% 1219 1160 95.2% 142 101 71.1% 301 208 69.1% 87 71 81.6%

36 徳島県 233 200 85.8% 985 973 98.8% 131 118 90.1% 215 174 80.9% 74 61 82.4%

37 香川県 210 188 89.5% 937 934 99.7% 101 81 80.2% 227 188 82.8% 67 62 92.5%

38 愛媛県 316 238 75.3% 1685 1645 97.6% 146 102 69.9% 523 388 74.2% 146 121 82.9%

39 高知県 249 219 88.0% 914 891 97.5% 121 103 85.1% 240 196 81.7% 89 78 87.6%

40 福岡県 453 393 86.8% 2661 2623 98.6% 245 205 83.7% 832 741 89.1% 143 124 86.7%

41 佐賀県 94 93 98.9% 1229 1212 98.6% 98 75 76.5% 228 196 86.0% 75 70 93.3%

42 長崎県 182 150 82.4% 1011 975 96.4% 186 121 65.1% 274 207 75.5% 111 86 77.5%

43 熊本県 260 205 78.8% 1797 1796 99.9% 140 133 95.0% 244 190 77.9% 160 129 80.6%

44 大分県 152 135 88.8% 980 968 98.8% 142 127 89.4% 154 129 83.8% 67 57 85.1%

45 宮崎県 149 115 77.2% 1103 1089 98.7% 176 151 85.8% 194 159 82.0% 120 100 83.3%

46 鹿児島県 231 160 69.3% 1485 1453 97.8% 211 168 79.6% 512 392 76.6% 107 93 86.9%

47 沖縄県 151 118 78.1% 1537 1411 91.8% 82 60 73.2% 365 311 85.2% 49 47 95.9%

19741 17376 88.0% 109795 108191 98.5% 9180 7703 83.9% 17518 14499 82.8% 5119 4301 84.0%

防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況（都道府県別：施設区分別）

合計

　
        施設
        区分 社会福祉施設

文教施設
（校舎・体育館）

庁舎
県民会館・
公民館等

体育館

都道
府県名



（平成29年度末）

全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率 全棟数
耐震化
済棟数

耐震率

1 北海道 248 213 85.9% 215 201 93.5% 396 315 79.5% 1937 1439 74.3% 10625 9016 84.9%

2 青森県 92 82 89.1% 37 36 97.3% 85 67 78.8% 304 249 81.9% 2687 2451 91.2%

3 岩手県 82 79 96.3% 43 40 93.0% 78 71 91.0% 207 162 78.3% 2447 2197 89.8%

4 宮城県 69 67 97.1% 87 87 100.0% 111 107 96.4% 177 163 92.1% 2681 2594 96.8%

5 秋田県 49 43 87.8% 59 50 84.7% 96 80 83.3% 260 229 88.1% 2281 2069 90.7%

6 山形県 49 42 85.7% 57 48 84.2% 64 60 93.8% 239 205 85.8% 1954 1797 92.0%

7 福島県 84 75 89.3% 79 74 93.7% 91 75 82.4% 774 711 91.9% 4646 4115 88.6%

8 茨城県 68 63 92.6% 110 91 82.7% 134 110 82.1% 352 306 86.9% 5031 4653 92.5%

9 栃木県 33 30 90.9% 37 33 89.2% 98 82 83.7% 117 105 89.7% 2024 1869 92.3%

10 群馬県 98 94 95.9% 122 114 93.4% 137 111 81.0% 175 133 76.0% 3238 3022 93.3%

11 埼玉県 88 83 94.3% 46 44 95.7% 241 222 92.1% 378 321 84.9% 7119 6796 95.5%

12 千葉県 125 109 87.2% 313 245 78.3% 241 228 94.6% 747 651 87.1% 8192 7796 95.2%

13 東京都 130 128 98.5% 246 244 99.2% 319 319 100.0% 291 268 92.1% 10670 10565 99.0%

14 神奈川県 73 72 98.6% 569 447 78.6% 312 309 99.0% 158 125 79.1% 7629 7352 96.4%

15 新潟県 99 91 91.9% 239 207 86.6% 149 134 89.9% 583 464 79.6% 5409 4985 92.2%

16 富山県 56 54 96.4% 27 26 96.3% 51 44 86.3% 240 197 82.1% 2379 2161 90.8%

17 石川県 53 52 98.1% 27 27 100.0% 102 97 95.1% 210 177 84.3% 2733 2569 94.0%

18 福井県 40 39 97.5% 22 20 90.9% 58 54 93.1% 110 87 79.1% 2126 1997 93.9%

19 山梨県 58 57 98.3% 35 34 97.1% 52 45 86.5% 388 352 90.7% 2013 1907 94.7%

20 長野県 74 73 98.6% 125 125 100.0% 105 103 98.1% 425 371 87.3% 5066 4724 93.2%

21 岐阜県 82 77 93.9% 107 98 91.6% 128 118 92.2% 218 200 91.7% 4338 4172 96.2%

22 静岡県 127 123 96.9% 253 253 100.0% 156 155 99.4% 416 367 88.2% 5807 5651 97.3%

23 愛知県 136 131 96.3% 507 343 67.7% 279 276 98.9% 423 396 93.6% 8882 8615 97.0%

24 三重県 43 36 83.7% 71 69 97.2% 100 99 99.0% 250 242 96.8% 2888 2812 97.4%

25 滋賀県 56 53 94.6% 73 66 90.4% 58 50 86.2% 122 108 88.5% 3077 2911 94.6%

26 京都府 35 32 91.4% 209 149 71.3% 105 101 96.2% 261 222 85.1% 4505 4186 92.9%

27 大阪府 106 97 91.5% 113 112 99.1% 325 310 95.4% 617 525 85.1% 11468 11145 97.2%

28 兵庫県 137 125 91.2% 140 118 84.3% 196 188 95.9% 520 414 79.6% 9523 9001 94.5%

29 奈良県 58 50 86.2% 76 71 93.4% 76 59 77.6% 229 190 83.0% 2423 2097 86.5%

30 和歌山県 29 28 96.6% 54 53 98.1% 54 52 96.3% 153 131 85.6% 1958 1845 94.2%

31 鳥取県 17 16 94.1% 57 53 93.0% 20 10 50.0% 151 126 83.4% 1714 1545 90.1%

32 島根県 43 33 76.7% 23 23 100.0% 54 45 83.3% 140 110 78.6% 1993 1718 86.2%

33 岡山県 23 17 73.9% 131 119 90.8% 101 95 94.1% 249 216 86.7% 3640 3303 90.7%

34 広島県 46 43 93.5% 150 93 62.0% 127 109 85.8% 305 214 70.2% 4055 3463 85.4%

35 山口県 51 42 82.4% 83 73 88.0% 82 76 92.7% 118 100 84.7% 2357 2031 86.2%

36 徳島県 27 25 92.6% 20 18 90.0% 48 45 93.8% 464 391 84.3% 2197 2005 91.3%

37 香川県 46 33 71.7% 85 84 98.8% 44 38 86.4% 106 91 85.8% 1823 1699 93.2%

38 愛媛県 63 55 87.3% 68 44 64.7% 83 76 91.6% 205 163 79.5% 3235 2832 87.5%

39 高知県 35 32 91.4% 73 62 84.9% 71 64 90.1% 501 397 79.2% 2293 2042 89.1%

40 福岡県 34 30 88.2% 65 59 90.8% 167 159 95.2% 432 406 94.0% 5032 4740 94.2%

41 佐賀県 15 14 93.3% 51 50 98.0% 42 38 90.5% 170 162 95.3% 2002 1910 95.4%

42 長崎県 31 28 90.3% 85 80 94.1% 80 69 86.3% 139 120 86.3% 2099 1836 87.5%

43 熊本県 22 21 95.5% 77 67 87.0% 94 74 78.7% 123 102 82.9% 2917 2717 93.1%

44 大分県 19 19 100.0% 63 61 96.8% 68 66 97.1% 205 172 83.9% 1850 1734 93.7%

45 宮崎県 43 36 83.7% 126 117 92.9% 40 39 97.5% 129 123 95.3% 2080 1929 92.7%

46 鹿児島県 55 51 92.7% 108 99 91.7% 149 139 93.3% 214 190 88.8% 3072 2745 89.4%

47 沖縄県 21 18 85.7% 103 89 86.4% 61 56 91.8% 95 85 89.5% 2464 2195 89.1%

3068 2811 91.6% 5466 4716 86.3% 5728 5239 91.5% 15027 12678 84.4% 190642 177514 93.1%

　
        施設
        区分

合計

防災拠点となる公共施設等の耐震化の状況（都道府県別：施設区分別）

その他 全体診療施設
消防本部・
消防署所

警察本部・
警察署等

都道
府県名



 

（平成29年度末）

耐震率

1 北海道 86.2%

2 青森県 86.8%

3 岩手県 77.8% 耐震化された施設を代替庁舎に指定済

4 宮城県 100.0%

5 秋田県 84.6%

6 山形県 100.0%

7 福島県 80.2%

8 茨城県 98.3%

9 栃木県 100.0%

10 群馬県 98.0%

11 埼玉県 100.0%

12 千葉県 81.1%

13 東京都 96.3%

14 神奈川県 92.0%

15 新潟県 81.5%

16 富山県 100.0%

17 石川県 98.7%

18 福井県 96.8%

19 山梨県 100.0%

20 長野県 100.0%

21 岐阜県 97.0% 耐震化された施設を代替庁舎に指定済

22 静岡県 100.0%

23 愛知県 100.0%

24 三重県 100.0%

25 滋賀県 95.7%

26 京都府 91.7%

27 大阪府 100.0%

28 兵庫県 90.3%

29 奈良県 80.9%

30 和歌山県 96.8%

31 鳥取県 91.4%

32 島根県 100.0%

33 岡山県 60.7%

34 広島県 71.4%

35 山口県 86.0%

36 徳島県 100.0%

37 香川県 97.6%

38 愛媛県 56.3%

39 高知県 92.3%

40 福岡県 100.0%

41 佐賀県 100.0%

42 長崎県 75.0%

43 熊本県 100.0%

44 大分県 100.0%

45 宮崎県 96.8%

46 鹿児島県 100.0%

47 沖縄県 100.0%

合計 92.8% ○ 45 　　　　　※「○」：耐震化している

× 2 　　　　　※「×」：耐震化していない

※　防災拠点となる庁舎：災害応急対策の実施拠点として位置づけている本庁舎、出先機関庁舎等
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○
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○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

×
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

防災拠点となる庁舎の耐震化状況（都道府県分）

備考

○

○

災害対策本部が
設置される庁舎
の耐震化状況

防災拠点となる
庁舎

○

○

○

○

○

都道
府県名

区分



（平成29年度末）

○ ×

1 北海道 179 62.6% 114 65 63.7% 56 50 4 9 91.6%

2 青森県 40 67.6% 32 8 80.0% 7 3 4 1 87.5%

3 岩手県 33 78.8% 27 6 81.8% 6 5 1 0 97.0%

4 宮城県 35 92.2% 34 1 97.1% 1 1 0 0 100.0%

5 秋田県 25 81.1% 22 3 88.0% 2 1 1 1 92.0%

6 山形県 35 77.6% 33 2 94.3% 1 1 0 1 97.1%

7 福島県 59 76.5% 45 14 76.3% 12 11 1 2 94.9%

8 茨城県 44 85.0% 42 2 95.5% 2 0 2 0 95.5%

9 栃木県 25 74.3% 15 10 60.0% 10 10 0 0 100.0%

10 群馬県 35 72.5% 21 14 60.0% 14 13 1 0 97.1%

11 埼玉県 63 85.5% 58 5 92.1% 5 5 0 0 100.0%

12 千葉県 54 82.9% 45 9 83.3% 9 9 0 0 100.0%

13 東京都 62 94.2% 57 5 91.9% 3 3 0 2 96.8%

14 神奈川県 33 95.0% 28 5 84.8% 3 3 0 2 93.9%

15 新潟県 30 83.2% 27 3 90.0% 2 2 0 1 96.7%

16 富山県 15 71.8% 12 3 80.0% 2 2 0 1 93.3%

17 石川県 19 78.6% 16 3 84.2% 3 2 1 0 94.7%

18 福井県 17 72.7% 14 3 82.4% 1 1 0 2 88.2%

19 山梨県 27 92.0% 24 3 88.9% 2 1 1 1 92.6%

20 長野県 77 87.2% 71 6 92.2% 4 4 0 2 97.4%

21 岐阜県 42 87.2% 36 6 85.7% 6 6 0 0 100.0%

22 静岡県 35 95.6% 34 1 97.1% 1 1 0 0 100.0%

23 愛知県 54 98.0% 53 1 98.1% 1 1 0 0 100.0%

24 三重県 29 95.7% 28 1 96.6% 1 1 0 0 100.0%

25 滋賀県 19 70.9% 17 2 89.5% 2 1 0 0 94.7%

26 京都府 26 73.7% 25 1 96.2% 1 1 0 0 100.0%

27 大阪府 43 88.4% 40 3 93.0% 3 3 0 0 100.0%

28 兵庫県 41 86.3% 38 3 92.7% 3 3 0 0 100.0%

29 奈良県 39 72.7% 30 9 76.9% 8 7 1 1 94.9%

30 和歌山県 30 84.3% 26 4 86.7% 4 4 0 0 100.0%

31 鳥取県 19 76.2% 16 3 84.2% 2 2 0 1 94.7%

32 島根県 19 74.7% 15 4 78.9% 4 4 0 0 100.0%

33 岡山県 27 67.9% 20 7 74.1% 7 7 0 0 100.0%

34 広島県 23 71.9% 16 7 69.6% 7 7 0 0 100.0%

35 山口県 19 63.0% 10 9 52.6% 8 8 0 1 94.7%

36 徳島県 24 84.1% 21 3 87.5% 3 3 0 0 100.0%

37 香川県 17 67.8% 14 3 82.4% 3 3 0 0 100.0%

38 愛媛県 20 71.5% 20 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%

39 高知県 34 83.2% 34 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%

40 福岡県 60 79.5% 48 12 80.0% 12 10 2 0 96.7%

41 佐賀県 20 65.7% 18 2 90.0% 2 2 0 0 100.0%

42 長崎県 21 64.6% 14 7 66.7% 6 6 0 1 95.2%

43 熊本県 45 93.9% 44 1 97.8% 1 1 0 0 100.0%

44 大分県 18 84.4% 16 2 88.9% 2 2 0 0 100.0%

45 宮崎県 26 79.6% 21 5 80.8% 5 4 1 0 96.2%

46 鹿児島県 43 75.4% 31 12 72.1% 9 8 1 3 90.7%

47 沖縄県 41 71.1% 29 12 70.7% 9 9 0 3 92.7%

1,741 81.1% 1,451 290 83.3% 255 231 21 35 96.6%
※「○」：耐震化している
※「×」：耐震化していない

合計

無

災害対策本部庁舎又は
代替庁舎で耐震化
されている割合

防災拠点となる庁舎の耐震化状況（市町村分）

市町村
数

都道府県
名

災害対策本部が
設置される庁舎

災害対策本部庁舎で
耐震性が確保されていない

市町村（290団体）

耐震性

代替庁舎の指定状況

有
○

防災拠点となる
庁舎の耐震率

×
耐震率

耐震性



 消 防 災 第 1 8 2 号  

 平成 30 年 11 月 27 日  

 

各都道府県消防防災主管部局長 様 

       

消防庁国民保護・防災部防災課長  

 （公  印  省  略） 

 

防災拠点となる公共施設等の耐震化の推進について 

 

 平素より消防防災行政の推進にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 
「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査等について」（平成 29年４月 20

日付け消防災第 58 号）により照会しました調査結果を別添１のとおり取りまとめ、

本日報道発表を行いましたのでお知らせします。 

調査の結果、平成 29 年度末時点で地方公共団体が所有又は管理する防災拠点とな

る公共施設等 190,642棟のうち 13,128棟（6.9％）で耐震性が確保されていませんで

した。 

特に、災害時に救助・救急活動の拠点となる消防本部・署所はもとより、地方公共

団体の災害対策本部が置かれる庁舎についても、熊本地震等で、耐震性の不足により

使用不能となり災害応急対策の支障となった例も生じたことから、災害時の地方公共

団体の業務継続性確保の観点から、耐震化に早急に取り組む必要があります。 

政府においても、近年の広範囲な集中豪雨などの気象の大きな変化に対応して、防災・減

災・国土強靱化のための緊急対策を３年集中で講じることとしており、この緊急対策の中に、

消防本部・署所及び災害対策本部が置かれる庁舎の耐震化も盛り込まれる予定です。従いま

して、消防庁としては、近日中に補強・建替等の対応方針や着工予定年度等についての調査

を行うこととしており、その調査を通じて、各地方公共団体の取組を強く促していくことと

しております。 

貴都道府県におかれては、本調査結果を踏まえ、防災拠点となる公共施設等の耐震

診断や、診断結果に基づく耐震改修を推進していただくともに、貴管内市町村に対し

ても、本調査結果の周知と併せてこれらの取組を推進するよう適切な助言を行ってい

ただきますようお願いします。 

また、東日本大震災後、緊急に実施する必要性が高い取組に対する財政措置として

創設された緊急防災・減災事業債（対象：耐震化等、地方債充当率：100％、交付税措

置率：70％）、市町村役場機能緊急保全事業債（対象：庁舎建替え、地方債充当率 90％

（交付税措置対象 75％）、交付税措置率：30％）はいずれも東日本大震災の復興・創

生期間である平成 32年度までとされています（別添参照）。 

本通知は消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言として

発出するものであることを申し添えます。 

 

担当 消防庁国民保護・防災部防災課 
震災対策専門官 陰山 暁介 

     震災対策係長  木村 義寛 
    事務官     片山 宗士 

TEL 03-5253-7525 FAX 03-5253-7535 
 

別添２ 
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