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はじめに  
  
平成 7年（1995年）の阪神・淡路大震災以降、わが国の地震活動は平穏な期間から

活発な期間へ移行したといわれており、平成 23年（2011年）3月 11日に発生した東
日本大震災では、想定をはるかに超えた地震とそれによる津波により、死者・行方不明
者が約２万人に達するなど、東北地方から関東地方にかけての太平洋沿岸部に甚大な被
害をもたらした。また、平成 30年（2018年）6月 18日に発生した大阪府北部地震で
は、本市で最大震度 5強を観測し、負傷者 39名の人的被害、2,700件強の建物被害が
あり、災害救助法の適用も受けている。 
最近では、線状降水帯による局地的な豪雨や台風により大規模災害が多発しており、

地域によっては下水処理場などの下水道施設が被災して、市民生活へ多大な影響を与え
ている事例も見受けられる。 
これらの災害では、道路などの公共土木施設だけでなく、自治体の庁舎をはじめとし

た公共施設が大きな被害を受け、さらに自治体職員や消防団員等も多く被災したことか
ら自治体機能が大きく低下し、その後の応急対応や復興に大きな影響を与えている。 
大規模な災害が発生した際、上下水道局は災害応急対策から復旧までの活動の重要な

役割を担う一方で、災害時でも継続して行わなければならない多くの通常業務を抱えて
いる。しかし、自らが被災し対応力が低下した状態で、災害に関する膨大な業務を遂行
することは決して容易なことではなく、大規模災害への対応には限界があることも、過
去の災害の経験から明らかとなっている。 
こうしたことから、大規模な地震災害発生後に低下した業務レベルの向上と、業務立

上げ時間の短縮など適切な業務遂行を目的として「豊中市上下水道局業務継続計画【地
震災害編】」を平成 27年（2015年）3月に策定したが、国による下水道 BCP策定マ
ニュアルの改訂（「下水道 BCP策定マニュアル 2019年版（地震・津波、水害編）；
国土交通省水管理・国土保全局下水道部，令和 2年 4月）等が行われたことから改訂作
業を行い、「豊中市上下水道局業務継続計画（BCP）【地震・水害編】」を今回策定し
た。 
豊中市上下水道局業務継続計画（BCP）【地震・水害編】は、職員、執務環境、物

資、情報及びライフライン等のリソース（資源）に大きな制約がある状況下においても
実施すべき業務を予め特定し、具体的な対応をまとめたものであり、今後は、運用や訓
練実施を通じた職員への計画の浸透、現状の課題の把握と検証、課題解決に向けた対策
の推進など、PDCAサイクルを継続して行い、BCPのブラッシュアップを行っていく
ものとする。 
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１．総 則 

１．１ 策定趣旨と目的 

（1）策定趣旨 

「業務継続計画（ＢＣＰ※）」とは、大規模な災害、事故、事件等により、職員、庁舎、設備等に相

当の被害を受けても、優先実施業務を中断させず、例え中断しても許容される時間内に復旧できるよ

うにするため、策定・運用を行うものである。（※ ＢＣＰ：Business Continuity Plan） 

「豊中市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）【地震・水害編】」は、水道施設並びに下水道施設が市

民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時にもその機能を維持または早期回復するこ

とが必要不可欠であることを踏まえ策定した。 

 

（2）目的 

「豊中市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）【地震・水害編】」は、災害時に上下水道局自らも被災

し、ヒト、モノ、情報及びライフライン等の利用できる資源に制約がある状況において、災害対応業

務と災害時においても優先的に継続すべき通常業務（以下「非常時優先業務」という。）を特定したう

えで、その優先順位を定めるとともに、継続に必要な資源の確保や配分などについて、必要な事項を

明らかにすることにより、大規模地震や河川氾濫、内水氾濫や高潮によるによる災害の影響によって

上下水道機能（業務レベル）が低下した場合であっても、上下水道の業務を実施・継続するとともに、

被災した機能を早期に復旧させることを目的とした計画である。（図１－１） 

 

 

「下水道 BCP 策定マニュアル 2019 年版（地震・津波・水害編）令和 2 年 4 月国土交通省」をもとに作成 

 

図１－１ 上下水道局ＢＣＰ導入による早期復旧のイメージ 

  



－ 2 － 

 

１．２ 基本方針 

（1）市民、職員、関係者の安全確保 

災害発生時の業務の継続・早期復旧に当たっては、市民、職員、関係者の安全確保を第一優先とし、

二次災害を防止する。 

（2）上下水道事業の責務遂行 

市民生活や地域経済活動のために必要となる上下水道が果たすべき重要な機能を優先的に回復す

るために、非常時優先業務の遂行に全力を挙げる。 

（3）段階的な目標設定 

非常時優先業務に段階的な目標を設定し、手順や対応期限を明確にするとともに、目標の実現のた

め、必要な人員や資材の確保体制を構築し、必要とする施設に適切に再配分する。 

（4）訓練の実施 

大規模地震及び大規模水害の発災に備え、平常時であっても業務継続力の向上のため、ＰＤＣＡ手

法による計画の見直しや、訓練を実施する。 

（5）対象事象 

大規模地震及び水害を対象リスクとして策定する。 

 

１．３ 防災計画等との関係 

（1）豊中市地域防災計画 

「豊中市地域防災計画」（以下「防災計画」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223

号。）第４２条の規定に基づき豊中市防災会議が策定する法定計画であって、豊中市域に想定される

災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、豊中市や防災関係機関等が、災害予防、応急対策及

び復旧に関し、実施すべき事務や業務について定めた基本的かつ総合的な計画である。 

防災計画を踏まえ、災害発生時に各部班で実施する応急対策業務を明確にするとともに関連部局

等との連携強化を図るため、応急対策業務の実施手順や関連部局、着手時期などを整理した「豊中市

災害対応マニュアル（地震災害編）」を作成している。 

 

（2）豊中市業務継続計画（地震災害編） 

「豊中市業務継続計画（地震災害編）」（以下「市ＢＣＰ」という。）は、地域防災計画で定められ

た災害応急対策業務を中心に、大規模地震発生時に継続しなければならない通常業務とあわせて、非

常時優先業務を選定し、着手すべき時期を明記するとともに、業務継続のために必要な職員参集の想

定や施設、設備などの資源確保について定めた計画である。 

 

（3）豊中市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）【地震・水害編】 

「豊中市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）【地震・水害編】」（以下「上下水道局ＢＣＰ」という。）

は、大規模な地震や水害が発生し、上下水道局自らも被災し、ヒト、モノ、情報及びライフライン等

の利用できる資源に制約がある状況において、「防災計画」に定める災害対策業務の着実な推進と、

継続する必要性の高い通常業務の機能停止・低下を最小限に抑えることによって、可能な限り速やか

に復旧・復興を図り、市民生活の早期回復に寄与することを目的に策定した計画である。 

「防災計画」及び「上下水道局ＢＣＰ」に記載される概要を、表１－１に示す。  
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図１－２ 本市における防災関連の計画と上下水道局ＢＣＰとの関係 

 

表１－１ 防災計画と上下水道局ＢＣＰの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊中市上下水道局業務継続計画（ＢＣＰ）【地震・水害編】 

豊中市地域防災計画 

災害対策基本法（第４２条）等 

大阪府地域防災計画 

豊中市業務継続計画（地震災害編） 

 防災計画 上下水道局ＢＣＰ 

計画の趣旨 

・災害対策基本法に基づき、被災時ま
たは事前に実施すべき災害対策に係
る実施事項や役割分担等を規定する
ための計画。 

・発災時に必要資源に制約がある状況
下であっても、非常時優先業務を目
標とする時間・時期までに実施でき
るようにする（実効性の確保）ため
の計画。 

行政の被災 

・行政の被災は、必ずしも想定する必要は
ないが、業務継続計画の策定などによる
業務継続性の確保等については計画に
定める。 

・庁舎、職員、電力、情報システム、通信
等の必要資源の被災を評価し、利用でき
る必要資源を前提に計画を策定。 

対象 

・本市 
・防災関係機関等 
・事業者 
・市民 

・上下水道局 

対象業務 
・災害対策に係る業務（災害予防、災害応
急対策、災害復旧・復興）を対象。 

・非常時優先業務を対象（災害応急対策、
災害復旧・復興業務だけでなく、優先度
の高い通常業務も含まれる。） 

計画期間 ・予防～応急対策、復旧・ 復興 ・発災～応急復旧 

業務開始目標時間 

・業務開始目標時間は必ずしも定める必
要はない。（一部の地方公共団体では、
目標時間を記載している場合もあ
る。） 

・非常時優先業務ごとに業務開始目標時
間を定める必要がある。（必要資源を確
保し、目標とする時間までに、非常時優
先業務を開始・再開する。） 

業務に従事する職員
の水・食料等の確保 

・業務に従事する職員の水・食料、ト
イレ等の確保については、必ずしも
記載の必要はない。 

・業務に従事する職員の水・食料、トイ
レ等の確保について検討のうえ、記
載が必要。 

視点 

・市内の人的・物的被害は想定されてい
るが、行政の個別の被害想定はされ
ていない。 

・対応すべき対策を漏れなく記載。 
・実施する応急対策は、災害の実態によ
り変化する。 

・行政自体にも甚大な被害があること
が前提。 

・非常時の優先業務を絞り込む。 
・業務の目標開始時間やレベル等をあ
らかじめ定める。 
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１．４ 地震対応マニュアル等との関係 

上下水道局ＢＣＰは、発災時に業務継続目標を達成するための行動計画（非常時行動計画）及び行動計

画の実施に関する課題と解決策（事前対策計画）並びに、これらの計画を常に維持改善するための計画（訓

練・維持改善計画）として策定する。 

一方、地震対応マニュアルは地域防災計画に定める災害応急対策計画の具体的な手順書として別途定め

ている。 
 

表１－２ 上下水道局ＢＣＰと地震対応マニュアルの関係 

 上下水道局ＢＣＰ 地震対応マニュアル 

位置付け 
想定災害に対する発災時及び平時の

取組と、その運用のための計画 

地域防災計画に基づく行動の手順書 

記載事項 
想定災害（条件）、リソース（資源）の

状態、業務の優先度、復旧目標等 

行動に係る手段・方法、関連帳票類等 

使用時期 
主に災害発生前（現状分析、課題把握、

対策検討） 

主に地震発生後（行動手順書） 

 

上下水道局では、他に「豊中市上下水道局危機管理対応指針」を策定している。 

この指針は、上下水道局における危機事象（地震など自然災害の他に重大事故、重大事件、健康危機な

どを含む）の発生防止と被害の最小化を目的に局が実施する危機管理の基本的なルール・枠組みを示した

もので、危機管理に係る各種の計画を包含する包括的な指針となっている。 

この指針に基づき各課が作成している対応マニュアルは災害発生時にも活用可能なため、継続的に更新

し、より実効性の高いものにする必要がある。 

 

１．５ 想定する地震規模と被害 

１．５．１ 地震規模 

上下水道局ＢＣＰで想定する地震被害想定は、「防災計画」やその関連計画である「市ＢＣＰ」の地震被

害想定と整合している。「防災計画」においては上町断層帯地震、東南海・南海地震、六甲淡路島断層帯地

震、有馬高槻断層帯地震の四つの地震について被害想定を行っているが、本計画の策定にあたっては、最

も大きな被害が想定されている上町断層帯地震の想定に基づくものとする。 

豊中市では、震度６強の揺れが広範囲に及び、一部では震度７に達するものと想定されている。 

なお、津波による直接被害については、東南海・南海地震を想定した大阪府のハザードマップにおいて

豊中市域のほぼ全域で浸水被害が想定されていないことから、上下水道局ＢＣＰの対象としない。 

参考に、「市ＢＣＰ」における上町断層帯地震の想定条件を表１－３に示す。 
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表１－３ 豊中市の地震被害想定調査結果表 

 

 
区分 

想定地震の断層 
上町断層系 有 馬 高 槻 構 造 線  

想定地震発生時の条件 

冬の夕刻 冬の夕刻 

平日 18時晴れ 平日 18時晴れ 

平均風速：2.4ｍ 平均風速：2.4ｍ 

風速 8.0ｍ 風速 8.0ｍ 

地震規模 

マグニチュード(M) 7.5～7.8 7.3～7.7 

震度 6 弱～7 5 強～7 

建物被害 

全壊棟数 19,724 棟 6,731 棟 

半壊棟数 14,784 棟 8,468 棟 

出火件数 

19件（1日間炎上出火） 6 件（1 日間炎上出火） 

49件（3日間炎上出火） 4 件（3 日間炎上出火） 

56件（3日全出火） 26件（3日全出火） 

死傷者数 

死者 548人 133人 

負傷者 4,332 人 3,950 人 

罹災者数 184,378人 93,854 人 

避難所生活者数 53,470 人 27,218 人 

※ 被害想定は、平成 20年 2月豊中市防災パンフレット作成業務報告書による。 

出典：「豊中市地域防災計画」 
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出典：「わが家の防災マップ【防災マニュアル保存版】」 

 

図１－３ 震度分布図（上町断層帯地震）  
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図１－４ 震度分布図（大阪府地域防災計画より） 

 

 

参考 

南海トラフ巨大地震の震度分布図を右に示す。 

 

 

  

計測震度 6.5～   (震度 7) 

計測震度 6.0～6.5(震度 6強) 

計測震度 5.5～6.0(震度 6弱) 

計測震度 5.0～5.5(震度 5強) 

計測震度 4.5～5.0(震度 5弱) 

計測震度   ～4.5(震度 4以下) 

震度階級 
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液状化危険度【海溝型地震】                液状化危険度【内陸直下型地震】 

 

 

出典：大阪府「大阪府地震被害想定調査（大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書）（平成１９年３月）」 

図１－５ 海溝型地震及び内陸直下型地震の液状化危険度 
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出典：平成２５年８月２０日公表 大阪府想定 

図１－６ 南海トラフ巨大地震の津波浸水想定図 

 

 

 

参考 

南海トラフ巨大地震の津波浸水 

想定区域図（豊中）を右に示す。 

 

出典：「わが家の防災マップ 

【防災マニュアル保存版】」 
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１．５．２ 地震の前提条件 

上下水道施設の基幹構造物における被害については、施設への直接的な被害による機能停止のみならず、

関連するライフラインの停止や燃料等の必要物資の供給が途絶えることによる機能停止も起こりうる。 

ＢＣＰを策定する上では最悪の状況を想定することが必要であるが、過度の想定は計画を肥大化させ、

実際の応急・復旧作業に支障が出ることが予想されるため、以下のとおり前提条件を設定した。 

 

（1）土木・建築構造物 

耐震診断の結果を基に、被害想定を行う。 

① 耐震診断で土木・建築ともに「ＯＫ」の判定の構造物については、構造物にひび割れやズレ

等の発生は認められるが、応急的な使用について可能と想定する。 

② 耐震診断で建築構造物は「ＯＫ」であるが、土木構造物について「ＮＧ」の判定のものは、

使用不可能な事態も想定する。 

③ 耐震診断で土木構造物・建築構造物ともに「ＮＧ」の判定のものは、使用不可能な事態を積

極的に想定する。 

 

（2）機械・電気設備 

通常の機械機器や電気機器は充分な耐震性能を有しており、土木・建築構造物が健全であれば使用

可能な状態であることが予想される。しかし、塔状の機器等の重心の高い機器については、転倒を想

定する必要がある。さらに、スロッシングの影響を受ける機器（チェーンフライト式汚泥かき寄せ機

や高架水槽等）はチェーンの脱落や倒壊等の想定も必要である。 

 

１．５．３ 地震の被害想定 

（1）ライフラインの被害想定と想定復旧日数（水道・下水道除く） 

本計画では、「大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書」(平成１９年３月)や国

土交通省が策定する「下水道ＢＣＰ策定マニュアル 2019年版（地震・津波、水害編）」(令和２年４

月)等を参考に上下水道局が独自に想定した。 

 

表１－４ ライフラインの被害想定と想定復旧日数（上町断層帯地震） 

区 分 被害想定（震災直後） 想定復旧日数 

電力 停 電 率：約６４．９％ 約７日 

都市ガス 供給停止率：１００％ 約２～３か月 

通信（固定電話） 回線被災率：１３．５％ 
約１４日 

（回線輻輳回復：約５日） 

通信（携帯電話） 
通話規制・回線輻輳があるが通話可 

メール等の通信可 
－ 

鉄道 全域不通 約３日（大阪市内まで部分開通） 

道路 輸送能力：通常の１／２程度 約３０日 
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（2）水道管路 

一般的に水道管路は、配水池等の構造物とは異なり、地盤強度の良否に関係なく配置せざるを得ず、

ある程度以上の規模の地震が発生した場合、被害は免れない。 

水道管路は、「豊中市水道施設整備計画」（平成３０年２月）において、豊中市危機管理課が作成し

た２５０ｍメッシュデータを基に、水道情報システム（ＧＩＳ）を用いて被害想定を行っている。 

具体的には、管路の属性情報（「管種・継手」「口径」「敷設されている箇所の微地形分類」等）か

ら管路被害予測式を用いて、地震発生時に管路１ｋｍに対して何件の被害が発生するかを表す「管路

の推定被害率」を算出している。 

管路の被害予測結果（概要）は以下のとおりである。 

・口径３５０ｍｍ以上の基幹管路の被害予測結果をみると、野畑系統幹線、寺内系統幹線の被害

件数が高い。 

・口径２００ｍｍ以上の管路の被害予測結果をみると、地盤状況（悪い地盤が南部に集中）から

寺内系統内の被害件数が高い。 

・口径５０ｍｍ以上の管路の被害予測結果をみると、市南部、北東部に被害がみられ、特に南部

の寺内系統の被害件数が高い。 

次に、管路の被害予測結果をもとに、断水被害（給水装置被害）の予測を行う。 

以下に管路の被害件数及び被害率を示す。 
 

表１－５ 管路の被害件数及び被害率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水装置被害は全体の配水管被害率から次式により給水装置被害世帯割合を求め、これに給水戸

数を乗じて算出する。 

Y＝0.0100 Ln（X） ＋ 0.0264 
Ｙ：給水装置被害世帯割合 
Ｘ：配水管被害率（件/km）        Ln(Ｘ)はＸの自然対数：logｅ（ｘ） 

出典：震災時水道施設復旧支援システム開発研究報告書 H13.3（水道技術研究センター） 

 

表１－５に示す配水管の被害率から給水装置被害件数を算出すると以下のとおりである。なお、平

成２８年度末の給水戸数は、172,310 [戸]である。 

配水管の被害率 ＝ 2.803 件/km（表１－５より） 

給水装置被害世帯割合（Y） ＝ 0.0100 Ln（2.803）＋0.0264 ＝ 0.0367 

給水装置の被害件数 ＝ 172,310 ×0.0367      ＝ 6,324（戸） 
 

基幹管路等の計画的更新など管路の耐震化の推進により被害率の低減がはかられているものの、

計画策定の趣旨を踏まえ、上町断層帯地震の断水率 84.2％、また令和２年度末の給水人口 400,948

人から断水人口 337,598人と設定する。 

用 途 
口径 

[mm] 

延長 

[km] 
被害件数 

[件] 

被害率 

[件/km] 

送水管 
φ200～400 0.59 0.032 0.055 

φ500～900 6.62 0.251 0.038 

配水本管 
φ350～450 30.59 8.536 0.279 

φ500～1000 36.87 5.207 0.141 

配水支管 φ50～300 731.45 2225.939 3.043 

合  計 806.12 2239.966 2.779 

配水管のみ（配水本管＋配水支管） 798.91 2239.682 2.803 
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出典：豊中市水道施設整備計画（平成 30年 2月） 

図１－７ 管路被害予測図（Φ５０mm以上） 

 

 

 

参考 

   良い地盤・悪い地盤の判定 
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（令和２年度末現在） 

図１－８ 配水系統図  
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平成３０年６月の大阪北部地震では、大阪広域水道企業団の送水管が破損し、箕面市等で断水が

生じたことから、大阪広域水道企業団との情報共有（アクアネット大阪）、連携に留意する必要が

ある。 

 

（3）下水道管路 

下水道管路の被害想定にあたっては、「下水道ＢＣＰ策定マニュアル 2019年版（地震・津波、

水害編）」(令和２年４月)（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）から、最も被害率の高

かった「兵庫県南部地震・中越地震における管路施設の被害率」のデータをもとに被害想定を

行った。 

 

表１－６ 下水道管路の被害率の想定 

震度 

階級※ 

該当 

自治体数 

管路延長 被害延長 被害率 

（㎞） （㎞） 平均（％） 最大（％） 最小（％） 

5- 3 547.5  4.2  0.8   1.1   0 

5+ 8 1,408.8  19.5  1.4   16.1   0 

6- 11 9,039.6  140.3  1.6   8.1   0 

6+ 5 4,895.9  232.9  4.8   25.6   0.6 

7 1 43.0  9.3  21.7   － － 

※震度階級は該当自治体内での最大震度を示している。 

出典：第１回 大規模地震による下水道被害想定検討委員会 資料４ 

 

豊中市危機管理課が作成した２５０ｍメッシュデータを基に、市域を６２８のメッシュに分割し、

それぞれ均等に下水管路が布設されているものとして、震度階級毎のメッシュ数から管路延長を割

出し、上表の被害率（平均）を乗ずることにより被害管路延長を算出した（管路延長は令和２年度

末実績）。（図１－９、表１－７） 
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図１－９ 市域のメッシュ割と震度分布 

 

 

表１－７ 下水管路の被害延長 

震度階級 メッシュ数① 
ﾒｯｼｭ数割合② 

（①/ⓐ） 

管路延長③ 

（ⓑ×②） 

被害率④ 

(上表被害率 太枠内) 

被害延長⑤ 

（③×④） 
被害延長割合 

震度６弱 62  9.9 %  105.5 km  1.6 %  1.7 km  0.2 %  

震度６強 523  83.3 %  887.5 km  4.8 %  42.6 km  4.0 %  

震度 ７ 43  6.8 %  72.4 km  21.7 %  15.7 km  1.5 %  

計 628ⓐ 100.0 %  1065.4 kmⓑ 28.1 %  60.0 km  5.6 %  
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図１－１０ 合流式・分流式汚水幹線図 



－ 17 － 

 

 

（令和２年度末現在） 

図１－１１ 排水系統図 
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（令和２年度末現在） 

 

図１－１２ 分合流区域図 
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（4）基幹構造物 

上下水道施設の基幹構造物における被害については、施設への直接的な被害による機能停止

のみならず、関連するライフラインの停止や燃料等の必要物資の供給が途絶えることによる機

能停止も起こりうるが、ここでは、「１．５．２ 地震の前提条件」より基幹構造物の被害想

定を行った。 

 

【上下水道局庁舎】 

旧耐震基準の施設であるが耐震性があり、倒壊など重大な被害は発生しない。 

設備関係に軽微な被害があるが使用可能。停電発生時は、非常用発電設備により通信・各種情報

システムの稼働など最小限の供給を最大４９時間行うことができる。 

 

【水道施設】 

自己水施設（取水、導水、浄水施設）については、現状においても大阪広域水道企業団水による

代替性が確保されている等の理由から耐震化は考慮しないこととしているため、使用不可能と想定

する。 

したがって本市水道システムにおける最上流基幹構造施設を「受水池・配水池」と設定し、受水

場、一部送水管を含む水道配水施設について、耐震診断結果とそれに基づく耐震補強工事実施の有

無をもとに使用の可否を判定し、施設の被害を想定する。 

 

表１－８ 地震による水道施設 基幹構造物の被害想定 

施 設 名 耐震診断結果 被害状況 備   考 

猪名川取水場 未診断 NG 使用不可能 企業団水による代替可 

石橋中継ポンプ場 未診断 NG 使用不可能 企業団水による代替可 

柴原浄水場 未診断 NG 使用不可能 企業団水による代替可 

柴原配水場 OK 応急的な使用可能  

新田配水場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

野畑配水場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

寺内配水場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

柿ノ木受配水場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

緑丘配水場 OK 応急的な使用可能  
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【下水道施設】 

水道施設と同様に各施設における耐震化状況から施設の被害を想定する。なお、豊中市域は、東

南海・南海地震においても津波による被害はほぼ発生しないことから、津波による被害は想定しな

い。 

 

表１－９ 地震による下水道施設 基幹構造物の被害想定 

施 設 名 耐震診断結果 被害状況 備   考 

庄内下水処理場 水処理棟 OK 使用不可能な事態も想定 耐震補強工事済 

庄内下水処理場 管理棟 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

庄内下水処理場 機械棟 OK 応急的な使用可能  

庄内下水処理場 薬注棟 未診断 NG 使用不可能 現在不使用 

庄内下水処理場 脱臭機棟 NG 使用不可能  

庄内下水処理場 汚泥処理棟 OK 応急的な使用可能  

庄内下水処理場 ホッパー棟 OK 応急的な使用可能 新耐震基準で設計施工 

桜井谷ポンプ場 NG 使用不可能な事態も想定 建築部分は OK 

新免ポンプ場 NG  使用不可能な事態も想定 建築部分は OK 

千里園ポンプ場 OK 応急的な使用可能 新耐震基準で設計施工 

利倉ポンプ場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

穂積ポンプ場 OK 応急的な使用可能 建築部分は OK 

小曽根第 1ポンプ場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

小曽根第 2ポンプ場 OK 応急的な使用可能 耐震補強工事済 

熊野田南中継ポンプ室 未診断 NG 使用不可能  
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１．６ 想定する水害規模と被害 

１．６．１ 水害規模 

水害には、下水道や水路施設の排除能力を超える降雨による内水氾濫、河川などの堤防が決壊して発生

する外水氾濫、また台風など気圧の変化によって潮位が変動する高潮がある。 

本計画では、豊中市に影響のある河川の洪水にかかる浸水想定区域について、従来の計画規模（おおむ

ね 200 年に一度の降雨量）から、想定し得る最大規模（1,000 年に一度を上回る降雨量）の区域に拡大さ

れたことを受けて策定された「豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】」（令和３年(2021 年）

１１月）に基づくものとする。 

 

１．６．２ 水害の前提条件 

想定する水害は、「防災計画」と整合させ、台風および大雨を要因とする水害として、「河川洪水による

浸水」、「内水による浸水」、「高潮による浸水」を対象とする。水害の想定規模は、平成２７年度に改正さ

れた水防法に基づいて「河川洪水」、「内水」、「高潮」の最大規模を浸水想定区域等として設定する。 

 

（1）河川洪水による浸水 

河川洪水の対象降雨は、計画規模による降雨（水系により計画確率が異なる）と想定最大規模によ

る降雨（1000年に一度程度の大雨を上回る降雨）について計画されている。 

上下水道局ＢＣＰでは想定最大規模の降雨を対象として浸水被害を想定する。 

 

表１－１０ 河川ごとの計画規模による降雨と想定最大規模による降雨 

河川 計画規模 想定最大規模 

猪名川 211㎜/9時間 （100年） 380㎜/9時間                       （1000年） 

神崎川 239.5㎜/24時間（100年） 
737㎜/24時間                      （1000年） 
１時間最大雨量:81.1mm（加島地点上流域平均） 

千里川 321㎜/24時間（100年） 
神崎川合流点上流域 1,150㎜/24時間  （1000年） 
1時間最大雨量:138.2mm 

天竺川・兎川 320.8㎜/24時間（100年） 
神崎川合流点上流域 1,150㎜/24時間  （1000年） 
1時間最大雨量:142.6mm 

高川 289.3㎜/24時間（100年） 
神崎川合流点上流域 1,150㎜/24時間  （1000年） 
1時間最大雨量:145.4mm 

旧猪名川 320.8㎜/24時間（100年） 
神崎川合流点上流域 1,150㎜/24時間  （1000年） 
1時間最大雨量:142.1mm 

箕面川 321.7㎜/24時間（100年） 
兵庫県界上流域 1,150㎜/24時間      （1000年） 
1時間最大雨量:133.2mm 

「豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】(令和３年１１月)」より 

 

（2）内水による浸水 

内水災害は、低地の中の凹地など流出水が集中しやすいところ、また鉄道・道路などによってふさ

がれ排水が阻害されるところなどで発生しやすい。 

本市には、河川沿いや低地部に局所的に特に低くなっている凹地があるため、水の集中や排水不良

を生じやすいほか、市南部は全体的に低地となっているため、下水道や水路施設の排除能力を超える
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降雨により内水災害の危険性を含んでいる。 

内水の対象降雨は、「豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】」（令和３年(2021年）１

１月)に基づき、１日総雨量 153mm、１時間最大雨量:147mmとする。 

 

（3）高潮による浸水 

大阪湾は、その地形的条件のため高潮現象が起こりやすい地形である。台風は反時計方向に回転し

ながら北上するため、大阪の西側を通過するときに高潮が発生しやすくなる。 

高潮の影響を受ける神崎川において、本市の防潮ラインは一応完成し、高潮対策がほぼ完了してい

る。 

ただし、設計時の想定を大幅に上回る地震、水害などで不可抗力的に水門・樋門等が十分処置でき

なかった場合には、市域南部は全体的に低地となっているため注意が必要である。 

高潮の想定台風は、中心気圧 910ｈPa（昭和９年室戸台風級）、台風の中心から台風の周辺で風速

が最大となる地点までの距離 75km（昭和３４年伊勢湾台風級）、移動速度 73km/h（昭和３４年伊勢湾

台風級）、大阪湾において潮位偏差が最大となる経路（過去の台風を参考にして設定）とする。 
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■風水害に関する浸水深の分布 

図１－１３～図１－１９に河川洪水、内水、高潮による浸水想定区域を示す。 

図１－１３ 浸水想定区域図（猪名川）  
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図１－１４ 浸水想定区域図（神崎川）  
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図１－１５ 浸水想定区域図（千里川） 
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図１－１６ 浸水想定区域図（天竺川・兎川）  
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図１－１７ 浸水想定区域図（箕面川、高川） 
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図１－１８ 内水浸水想定区域図 
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図１－１９ 高潮浸水想定区域図 
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１．６．３ 水害の被害想定 

（1）ライフラインの被害想定と想定復旧日数 

水害においても各ライフラインの被害・機能障害が発生すると想定する。なお下水道に関連する施

設としては、電気、水道および工業用水道を対象とする。 

復旧に要する期間について、電気については、地震被害と同様７日間とする。ただし、官公庁等の

公共機関については、その他の回線よりも優先的に復旧する旨が電力会社の防災業務計画に記載さ

れているとのことから３日間程度で復旧の可能性がある反面、さらなる長期化にも注視するものと

する。水道については令和２年７月豪雨、令和元年東日本台風等、過去の水害記録から停電等による

断水解消が５～７日程度（複合的な要因の場合は更に長期化する）となっているため、水道施設への

影響を考慮した復旧期間は７日間と設定する。工業用水道については大阪広域水道企業団将来構想

（平成２４年３月（平成２７年３月一部修正））に基づき２週間とする。 

 

表１－１１ ライフラインの想定復旧日数（水害） 

項目 被害想定（発災直後） 想定復旧日数 補足説明 

電気 停電率：２２．８％ ７日 
官公署は優先的に送電 

（さらなる長期化にも注視） 

都市ガス 被害なし － 
 

 

通信 

（固定電話） 
一部エリアに支障あり 約３時間  

通信    

（携帯電話） 
一部エリアに支障あり 約８時間  

鉄道 
大阪湾岸路線及び増水各河川

沿い路線運転見合わせ 
約１日  

道路 輸送能力：通常の１／２程度 約６０日 
 

 

 

 

（2）水道管路 

送水管、配水管等水道管路の被害なし。 

ただし、洪水の発生に伴い水管橋が流失破損するおそれがあることに留意する必要がある。 

 

（3）下水道管路 

下水道管路の構造的な被害はないが、破堤や土砂を伴う浸水の場合、管きょ内の土砂堆積により一

定期間の管きょ閉塞による溢水被害が考えられる。 

また、下水処理施設の浸水による制御盤等の水没、停電によるマンホールポンプ施設の機能喪失に

留意する必要がある。機能停止する処理施設の復旧までの期間等によってはマンホールからの汚水

や雨水の溢水等の発生、低地部等で流下能力不足による浸水被害が想定される。 
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（4）基幹構造物 

基幹構造物の被害については、「豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】」（令和３年

(2021 年）１１月）のデータをもとに想定を行った。 

 

【上下水道局庁舎】 

水害による被害は発生しない。停電発生時は、非常用発電設備により通信・各種情報システムの

稼働など最小限の供給を最大４９時間行うことができる。 

 

【水道施設】 

自己水施設である猪名川取水場は、甚大な被害を受け、取水機能が停止する。 

また、石橋中継ポンプ場は箕面川溢水の影響で、最大で３ｍの浸水被害を受ける。それら以外の

配水場等施設については、水害による被害は発生しない。 

自己水から大阪広域水道企業団水に切り替える対策を講じ、直結直圧給水方式の住宅等において

断水は生じないものの、停電に伴うポンプ停止により、市域内各所においてマンションなど受水槽

方式や直結増圧給水方式の給水施設に断水被害が発生する。 

 

表１－１２ 施設ごとの被害想定（水道施設） 

施 設 名 被害想定 備   考 

猪名川取水場 取水機能の喪失 企業団水による代替可 

石橋中継ポンプ場 導水機能の喪失 企業団水による代替可 

柴原浄水場 浸水被害なし 企業団水による代替可 

柴原配水場 浸水被害なし  

新田配水場 浸水被害なし  

野畑配水場 浸水被害なし  

寺内配水場 浸水被害なし  

柿ノ木受配水場 浸水被害なし  

緑丘配水場 浸水被害なし  

 

 

 

■平成３０年７月豪雨の事例 

●管きょの閉塞 

 神戸市灘区において土砂災害が発生し（土砂災害警戒区域等で発生）、土砂の流

入により管きょの閉塞が発生した。管きょの閉塞に伴い下水道使用自粛要請を行

った（１日程度）。また、土砂の撤去に５日程度、全区域での下水道使用再開まで

１４日程度を要した。なお、管きょからの汚水溢水に対する措置として、閉塞スパ

ンの上流マンホールで固形塩素を懸垂させる措置を実施した。 

●管きょの流出 

 広島県沼田川沿いの県道３３号線道路崩壊により管きょが流出した。緊急対応

として、被災箇所には、濁水処理機を設置して簡易処理を施し、沼田川に放流した。 
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【下水道施設】 

下水処理場とポンプ場の浸水被害は、想定最大浸水深および各施設で設定した被水防止高から被

害規模を想定する。 

下水処理場とポンプ場は、浸水によって構造的な被害が発生することは無いが、浸水によって台

帳等の資料が損傷する可能性がある。被災後には一時的な停電やライフラインの停止が発生する可

能性があり、拠点活動に影響することが考えられる。 

なお詳細な被害想定には施設だけでなく、屋外に設置されている操作盤や補機類などを含めた一

連のシステムとして被害想定を評価することが必要である。 

被害の状況は、主に被水による設備の機能停止が想定されるが、主要機器が直接影響を受けない

場合にも補機類の被災や燃料の漏出等による影響も考えられる。また、浸水継続時間が長期に及ぶ

場合に必要な物資等が供給できないことで機能停止となることも考えられる。 

浸水被害は、河川洪水による影響が最も多く、一部施設では内水や高潮による影響が出ている模

様である。 

 

表１－１３ 施設ごとの浸水高及び対策要否等（下水道施設） 

■下水処理場 

施設名 
浸水高 

T.P.（ｍ） 
備考 対策要否 放流先 

庄内下水処理場 3.761 神崎川氾濫時 要 神崎川 

 

■ポンプ場 

施設名 
浸水高 

T.P.（ｍ） 
備考 対策要否 放流先 

ポ
ン
プ
場 

汚
水
・
雨
水 

新免ポンプ場 浸水なし  否 猪名川流域
下水道原田
下水処理場
下水幹線 

熊野田南中継ポンプ場 浸水なし  否 

桜井谷ポンプ場 浸水なし  否 
千里川(雨) 

ポ
ン
プ
場 

雨
水 

小曽根第１ポンプ場 3.973 神崎川氾濫時 要 神崎川 

小曽根第２ポンプ場 5.431 神崎川氾濫時 要 神崎川 

穂積ポンプ場 4.450 猪名川・藻川氾濫時 要 旧猪名川 

利倉ポンプ場 5.717 猪名川・藻川氾濫時 要 猪名川 

千里園ポンプ場 軽微  否 千里川 

「豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】(令和３年１１月)」より 

 

下水処理施設の復旧過程は被害を受ける施設・設備の種類によって対応や復旧期間が異なる。 

下水道に求められる要求機能のうち、優先度が高い揚水機能の復旧までを応急復旧として、その

後に消毒機能、沈殿機能、処理機能を段階的に機能回復していくものとする。応急復旧に当たって

は地域特性、施設の被災状況、放流先の水利用状況等を踏まえ、目標水質を設定し、放流水質を段

階的に向上させる。 

復旧までの道程を施設と被害ケースにより分類し以下の様に想定した。なお、各施設の詳細な被

害想定および復旧想定については、策定中の耐水化計画との整合を図ることとする。  
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表１－１４ 下水処理場の想定ケース 

ケース 
発災後経過期間 

〜1⽇ 〜3⽇ 〜1 週間 〜1 か⽉ 〜3 か⽉ 〜6 か⽉ 〜1 年 

無 

被

害 

・浸⽔被害なし 業務継続      
 

⼩

規

模

被

害 

・場内の浸⽔被害なし 

・⻑期停電あり（1 週間） 

被害調査

点検 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

通常業務

再開 
  

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔なし 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

通常業務

再開 
   

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（障害なし） 

・消毒・⽔処理施設の浸⽔なし 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

施設点検 

通常業務

再開 
  

 

⼤

規

模

被

害 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（障害なし） 

・消毒・⽔処理施設の浸⽔あり 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

簡易処理 

仮復旧 

簡易処理 

通常業務

再開 
 

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（ポンプ動⼒・電源の損失） 

・消毒・⽔処理施設の浸⽔あり 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

通常業務 

再開 
 

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（電源基盤図再制作） 

・消毒・⽔処理施設の浸⽔あり 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

応急対応 

清掃 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

通常業務 

再開 

 

 

 

表１－１５ 汚水ポンプ場の想定ケース 

ケース 
発災後経過期間 

〜1⽇ 〜3⽇ 〜1 週間 〜1 か⽉ 〜3 か⽉ 〜6 か⽉ 〜1 年 

無 

被

害 

・浸⽔被害なし 業務継続      
 

⼩

規

模

被

害 

・場内の浸⽔被害なし 

・⻑期停電あり（1 週間） 

被害調査

点検 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

通常業務

再開 
  

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔なし 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

通常業務

再開 
   

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（障害なし） 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

施設点検 

通常業務

再開 
  

 

⼤

規

模

被

害 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（ポンプ動⼒・電源の損失） 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

通常業務

再開 
 

 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（電源基盤図再制作） 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

通常業務

再開 

 

※ 新免ポンプ場、桜井谷ポンプ場、熊野田南中継ポンプ室 
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表１－１６ 雨水ポンプ場の想定ケース 

ケース 
発災後経過期間 

〜1⽇ 〜3⽇ 〜1 週間 〜1 か⽉ 〜3 か⽉ 〜6 か⽉ 〜1 年 

無 

被

害 

・浸⽔被害なし 業務継続       

⼩

規

模

被

害 

・場内の浸⽔被害なし 

・⻑期停電あり（1 週間） 

被害調査

点検 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

仮復旧 

⾮常電⼒ 

通常業務

再開 
   

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔なし 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

通常業務

再開 
    

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり（障害なし） 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

施設点検 

通常業務

再開 
   

⼤ 
被 

規 
害 

模 

・場内の浸⽔被害あり 

・揚⽔施設の浸⽔あり 

（ポンプ動⼒・電源のオーバーホール） 

被害調査

点検 

応急対応

清掃 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

仮復旧 

仮設ポンプ 

通常業務

再開 

※ 小曽根第１・第２ポンプ場、穂積ポンプ場、千里園ポンプ場、桜井谷ポンプ場、利倉ポンプ場 

 

 

水害時の想定復旧期間を以下のとおり想定する。 

 

 

 

 

 

 

水害時の応急復旧の期間の想定には、以下の事例を参考とする。 

 

 

 

 

  

■揚水機能復旧日数 

  メーカーヒアリングより揚水ポンプの復旧必要日数を整理する。 

1）ポンプは浸水するが点検後使用可能な場合 ：１週間程度 

2）動力源の修理（モーター式）・基板の製作 ：１か月程度 

※基板を図面から再製作する場合 ：３か月程度 

3）動力源の修理（エンジン式）のオーバーホール ：６か月程度 

■人吉浄水苑の被災事例 

令和２年（2020 年）７月豪雨災害では、球磨川の氾濫により下水処理場人吉浄水苑

が冠水し、施設・設備が被災した。 

被災から復旧までにかかった日数はおよそ以下のとおりである。  

発災 ３ 日後 ：塩素消毒開始 

発災 ６ 日後 ：排水ポンプ車により場内の冠水解消 

発災 ８ 日後 ：仮設ポンプによる簡易処理（沈殿・消毒）を開始 

発災１５日後 ：簡易的な生物処理を開始 
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１．７ 対象期間 

非常時優先業務を実施する期間は、発災後のリソース（資源）が著しく不足し混乱する期間及び業

務実施環境が概ね整って通常業務への移行が確立されると考えられるまでの期間である。 

地震災害時において、水道については応急復旧等により、発災から４週間を目標に断水を解消する

とともに、市全域において震災前の給水量と同じ水準を確保することとなっている。また、水道の復

旧により下水道においても震災前の水準の使用量が見込まれることから、本計画では、計画の対象と

なる期間を水道・下水道の両事業ともに３０日と設定する。 

また、水害発生時において、水害の態様（内水氾濫、河川氾濫等）と各施設の所在地により最大浸

水深と浸水継続時間（浸水深が０．５ｍ以上になってから０．５ｍを下回るまでの時間）が異なるが、

市北・中部はほぼ１日で、市南部は３日から１週間程度で浸水状況が落ち着き、揚水や防疫活動、停

電断水時応急給水、施設修繕などが可能になると想定し、水道・下水道の両事業ともに３０日（ただ

し市南部に位置する下水処理場、ポンプ場はその機能が暫定的に確保されるまでの期間）と設定する。 

 

 

二次災害発生のおそれや、危険箇所の 

把握（目視調査、被害情報の収集等） 

 

重大な機能障害の把握 

 

 

二次災害の未然防止、重大な機能障害への対

応 

 

全体的な被害状況の把握 

 

 

暫定的に機能を確保するための復旧 

 

 

 

本復旧に必要な調査 

 

 

本来の機能を確保するための復旧 

 

 

図１－２０ 対象期間と業務内容イメージ図 

 

  

緊急点検 

 

緊急調査 

 

緊急措置 

 

一次調査 

 

応急復旧 

 

二次調査 

 

本復旧 

上
下
水
道
局
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
対
象
期
間 

 

緊急対応段階 

暫定機能確保段階 

機能確保段階 



－ 36 － 

 

定義 

緊急点検：人的被害につながる二次災害の未然防止と、緊急調査における安全確保を目的として行

う作業であり、災害発生後直ちに行う。 

緊急調査：重要な箇所を中心に地上から施設の被災状況の概要を把握し、大きな機能支障や二次災

害の原因となる被害を発見するために行う。被災自治体から所管都道府県、厚生労働省

及び国土交通省への被害状況の初期報告（第一報）となる。 

緊急措置：大きな二次災害につながる危険性のある被害に対して緊急に行う。機能障害につながる

二次災害の危険性の程度、浄水場、処理場・ポンプ場施設及び周辺環境に与える影響の

程度に重点をおいて行う。 

一次調査：応急復旧または本復旧の必要性判定、対応方針を決定するための情報収集を目的とし、

目視調査等により行う。 

応急復旧：一次調査の結果により構造的な被害程度、機能的な被害程度、周辺施設に与える影響の

程度に応じ、応急的に施設の暫定機能を確保するために行う。二重対策とならない応急

本復旧は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の応急工事として国庫負担の対応

となる。 

二次調査：本復旧工事が必要な箇所及びその施工法等の判断、災害査定資料の作成を目的とし、流

下能力や異常原因の構造的障害の程度を詳細に調査する。浄水場及び処理場では本復

旧のための調査として一次調査に引続き行うことが多い。 

 

１．８ 対象組織 

上下水道局全組織を対象とする。ただし、猪名川流域下水道事務所は事業主体が大阪府及び兵庫県であ

るため、業務継続計画を別途作成するものとし、本計画の対象に含めない。 
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２．組織体制・指揮系統 
 

上下水道局では、防災計画に基づき、市域で震度５弱以上の地震を観測した時は、防災計画

に基づき自動的に豊中市災害対策本部が設置される。上下水道局は、災害対策本部機構上の「上

下水道部」となり、平常時とは異なる「班」を編成し、災害対応にあたる。 

また、大雨や台風などにより風水害が発生する恐れがある場合には、状況等に応じて風水害

対策本部（Ａ－１号配備、Ａ－２号配備、Ｂ号配備）が設置される。その場合も「上下水道部」

となり、「班」体制で災害対応にあたる。災害対策本部体制時は図２－１・表２－１、風水害

対策本部体制時は図２－２・表２－２のとおりで、各班は、表中に示す業務を担当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 指示・報告・調整 

 

                                 連携・報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 上下水道部災害対策本部の組織図  

 

部 長 経営部長 

副部長 技術部長 

班 長 総務課長（上下水道総務班） 

    経営企画課長（上下水道広報班） 

    給排水サービス課長（給水班） 

    水道維持課長（水道復旧班） 

    浄水課長（水源班） 

    下水道建設課長（下水道管きょ班） 

    下水道施設課長（下水道施設班） 
    事務所長（下水道原田処理場班） 

上下水道部（災害対策本部） 

【上下水道広報班】 

（経営企画課） 

【上下水道総務班】 

（総務課） 

【給 水 班】 

（窓口課） 

（給排水サービス課） 

 

【水 源 班】 

（浄水課） 

【水道復旧班】 

（水道建設課） 

（水道維持課） 

【危機管理課】 

【関係機関】 

府・警察・消防・医療機関・日水協等 

【議 会】 

【市 民】 

【広報広聴課】⇒【報道機関】 

【下水道原田処理場班】 

（猪名川流域下水道事務所   維持課） 

（猪名川流域下水道事務所   建設課） 

 

 

猪名川流域下水道事業主体 

大阪府・兵庫県 

流域構成市町 

池田市・箕面市・豊能町 

伊丹市・川西市・宝塚市・猪名川町 

本 部 長 市長 

部付職員 

豊中市災害対策本部 

【下水道管きょ班】 

（下水道建設課） 

（下水道管理課） 

 

【下水道施設班】 

（下水道施設課） 

副本部長 上下水道事業管理者 
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表２－１ 上下水道部門における平常時組織と災害対策本部体制（班）における業務分担 
 

平常時組織名 非常時体制班名 事務分掌 

総務課 上下水道総務班 1. 他機関への連絡調整に関すること 

2. 府、自衛隊等の応援要請及び調整に関すること 

3. 職員の状況把握及び動員指令に関すること 

4. 車両及び応急給水機器の確保に関すること 

5. 補償等に関すること 

6. 応急用資機材・食料その他応急物資等の緊急調達に 

関すること 

7. 応急復旧資機材の確保に関すること 

8. 各班の応援に関すること 

9. 特命事項に関すること 

経営企画課 上下水道広報班 1. 上下水道関係情報の収集及び記録に関すること 

2. 議会・市長部局・報道機関・局職員等に対する情報 

提供及び協力要請に関すること 

3. 市民に対する広報等に関すること 

4. 市民からの要望等の処理に関すること 

5. 業務システムの安定稼働及び復旧に関すること 

6. 応急対策に必要な資金の確保に関すること 

7. 応急復旧資機材等の出庫管理に関すること 

お客様センター 

窓口課 

給排水サービス課 

給水班 1. 飲料水の搬送等応急給水の総合指揮に関すること 

2. 配水池での応急給水に関すること 

3. 車両による給水所への飲料水の搬送に関すること 

4. 給水所での給水の実施に関すること 

5. 仮設給水栓による給水の実施に関すること 

6. 医療機関、福祉施設等への給水の実施に関すること 

7. 登録修繕対応指定業者に対する依頼に関すること 

8. 簡易専用水道及び他の水源等の活用による給水作業 

の実施に関すること 

9. 需要家との折衝及び調整に関すること 

水道建設課 

水道維持課 

水道復旧班 1. 市内各地区の給・配水計画に関すること 

2. 復旧方法の調整・策定に関すること 

3. 監督官庁への連絡及び建設業者への応援依頼・作業 

指導に関すること 

4. 配水管に起因する赤水等発生時の対策処理に関する 

こと 

5. 被害給・配水管等の修理に関すること 

6. 応急修繕に関する一切の業務に関すること 

7. 修繕等に関する調整・処理に関すること 

8. 被害給・配水管の破損による漏水等の調査に関する 

こと 

浄水課 水源班 1. 流量調整弁等による配水量のコントロールに関する 

こと 

2. 大阪広域水道企業団との連絡調整に関すること 

3. 受・配水量の計画・調整に関すること 

4. 取水・浄水・配水施設の被害調査の実施及び二次災 

害の防止に関すること 

5. 取水・浄水・配水場等施設の運転・操作に関すること 

6. 取水・浄水・配水場等施設の点検・復旧に関すること 

7. 原水・応急給水の水質検査・保全及び薬品管理に関 

すること 
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下水道建設課 

下水道管理課 

下水道管きょ班 1. 幹線公共下水道管きょ（流域幹線含む）の機能調査 

に関すること 

2. 災害時指定輸送路内の下水道施設調査に関すること 

3. 河川の被害調査及び被害確認時の管理者連絡に関 

すること（風水害時は除く） 

4. 下水道管きょの応急修繕に関すること 

5. 災害初期の救出業務やその他緊急応急対策の応援に 

関すること 

下水道施設課 下水道施設班 1. 処理場、ポンプ場の運転操作に関すること 

2. 下水道施設の被害調査の実施に関すること 

3. 下水道施設の二次災害の防止に関すること 

4. 下水道施設の応急修繕に関すること 

5. 災害初期の救出業務やその他緊急応急対策の応援 

に関すること 

猪名川流域下水道事

務所 

建設課 

維持課 

下水道原田処理場班 1. 施設の運転操作に関すること 

2. 大阪府、兵庫県及び関連市町との連絡調整に関する 

こと 

3. 施設の被害調査及び応急対応に関すること 

4. 施設の二次災害の防止に関すること 

5. 施設の災害復旧に関すること 

6. 災害初期の救出業務やその他緊急応急対策の応援 

に関すること 

※班構成は「豊中市地域防災計画の体制」による。 

  



－ 40 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 指示・報告・調整 

                                 連携・報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 上下水道部風水害対策本部の組織図 

 

表２－２ 上下水道部門における平常時組織と風水害対策本部体制（班）における業務分担 
 

平常時組織名 非常時体制班名 

(A-1配備－A-2配備－B配備) 

事務分掌 

総務課 
経営企画課 

お客様センター 

窓口課 

給排水サービス課 
（６－６－１） 

庶務班 1. 局職員の動員に関すること 

2. 局内各班・統括チームとの連絡調整に関すること 

3. 情報受付・記録、報告書作成（市民情報班と連携）

に関すること 

4. 応急対策用資機材の調達要請（都市基盤部庶務班と 

連携）に関すること 

5. 停電断水に関すること 

下水道建設課 

下水道管理課 

水道建設課 
水道維持課 
（１１－１７－０） 

調査班 1. 浸水被害現地の調査（簡易な処理含む）に関する 

こと 

2. 都市基盤部水路ため池調査グループとの連絡調整に 

関すること 

下水道施設課 

（６－１１－０） 

下水道施設班 1. 庄内処理場及び市内各ポンプ場の運転操作に関する 

こと 

猪名川流域下水道事

務所 

建設課 

維持課 

（７－１４－０） 

下水道原田処理場班 1. 原田処理場の運転操作に関すること 

※班構成は「豊中市地域防災計画の体制」による。 

 

部 長 技術部長 

副部長 経営部長 

班 長 総務課長（庶務班） 

    下水道建設課長（調査班） 

    下水道施設課長（下水道施設班） 

    事務所長（下水道原田処理場班） 

上下水道部（風水害対策本部） 

【庶務班】 

（総務課） 

（経営企画課） 

（窓口課） 

（給排水サービス課） 

課） 

【危機管理課】 

【都市基盤部市民情報班】 

【都市基盤部庶務班】 

 

【都市基盤部水路ため池調査グループ】 

【下水道原田処理場班】 

（猪名川流域下水道事務所   維持課） 

（猪名川流域下水道事務所   建設課） 

 

 

猪名川流域下水道事業主体 

大阪府・兵庫県 

流域構成市町 

池田市・箕面市・豊能町 

伊丹市・川西市・宝塚市・猪名川町 

本 部 長 市長 

部付職員 

豊中市風水害対策本部 

【調査班】 

（下水道建設課） 

（下水道管理課） 

（水道建設課） 

（水道維持課） 

 

【下水道施設班】 

（下水道施設課） 

副本部長 上下水道事業管理者 
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３．職員の配備 

３．１ 地震時の配備体制 

上下水道局では、豊中市地域防災計画に基づき、豊中市域で気象庁発表による震度４以上の地震を観測

したときは下記の配備体制をとることとしている。 

さらに、市に災害対策本部が設置された場合は、上下水道局において「上下水道部」を設置する。 

 

表３－１ 配備体制及び発令基準 

配備の種類 発 令 条 件 配置人員 

震災１号配備 豊中市域で震度４が観測されたとき 経営部長、技術部長 

震災２号配備 豊中市域で震度５弱・５強が観測されたとき 
所属長以上、初動要員、

部付職員 

震災３号配備 豊中市域で震度６弱以上が観測されたとき 全職員 

※ 初動要員とは、自宅から徒歩・自転車・バイク等（自動車は除く）の手段を使用して、概ね３０

分以内に参集可能な職員で、あらかじめ指名された職員をいう。ただし、状況により多少の範囲拡

大・縮小を行う。 

 

上下水道局ＢＣＰでの想定地震規模は震度６弱～７であるので、配備体制は「震災３号配備」となり、

全職員があらかじめ定められた場所に参集することとなっている。 

 

表３－２ 災害対策本部（上下水道部）動員人数 

 震災１号配備 震災２号配備 震災３号配備 
（内訳） 

災対 平常 

上下水道部（合計） 

※技術部長、経営部長含む 
２人 １４０人 ２６６人 ２１９ ４７ 

上下水道総務班 ０人 ９人 １７人 １２ ５ 

上下水道広報班 ０人 １０人 １９人 １６ ３ 

給水班 ０人 ２３人 ４３人 ２５ １８ 

水道復旧班 ０人 ３４人 ５４人 ５２ ２ 

水源班 ０人 ７人 １６人 １０ ６ 

下水道管きょ班 ０人 １４人 ３２人 ２６ ６ 

下水道施設班 ０人 １５人 ３７人 ３３ ４ 

下水道原田処理場班 ０人 ２６人 ４６人 ４３ ３ 
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３．２ 風水害時の配備体制 

風水害対応における上下水道局の配備体制は以下のとおりである。 

なお、本計画における想定水害規模は想定し得る最大規模（1,000 年に一度を上回る降雨量）であるた

め、災害対策本部体制となり、全職員が対応にあたらなければならない。 

 

表３－３ 風水害対策本部（上下水道部）動員人数 

 Ａ－１号配備 Ａ－２号配備 
Ｂ号配備 

(土砂災害) 

上下水道部（合計） 

※技術部長、経営部長含む 
１４３人 １５０人 ３人 

庶務班 ２８人 ３２人 １人 

調査班 ３３人 ３３人 ０人 

下水道施設班 ３７人 ３７人 ０人 

下水道原田処理場班 ４３人 ４６人 ０人 

 

３．３ 参集可能人員 

３．３．１ 地震発生時 

勤務時間外夜間休日（夜間、休日等）に地震が発生した場合、局職員はあらかじめ定められた場所に参

集することになっているが、公共交通機関の途絶や、職員自身の負傷等により、参集時間を要することが

想定される。 

そこで、このような阻害要因を踏まえ、参集可能な人員を時系列で整理し、発災後の業務に対応可能な

人数を想定する。 

配備基準としては、震災３号配備（震度６弱以上を観測したとき）が適用されるため、全職員が災害対

策要員として参集される。ただし、勤務時間外に発災したときは「豊中市業務継続計画」（令和３年５月）

で採用している「国土交通省業務継続計画」（平成３０年５月）の参集予測の考え方に基づき想定する。 

 

表３－４ 参集予測の考え方 

地震発生より 

１時間後の参集 

４ｋｍ圏内の職員の６割が参集可能 

（考え方） 

毎時４ｋｍの速さの連続歩行で参集すると考え、４ｋｍ圏内の職員が参集可能。 

しかし、本人及び家族の死傷等、被災のため職員の１割が参集出来ない。また、職

員の３割が救出・救助活動に従事。 

地震発生より 

３時間後の参集 

１２ｋｍ圏内の職員の６割が参集可能 

（考え方） 

毎時４ｋｍの速さの連続歩行で参集すると考え、１２ｋｍ圏内の職員が参集可能。

しかし、本人及び家族の死傷等、被災のため職員の１割が参集出来ない。また、職

員の３割が救出・救助活動に従事。 

地震発生より 

１２時間後の参集 

２０ｋｍ圏内の職員の６割が参集可能 

（考え方） 

２０ｋｍを超えると帰宅困難になるとの想定があることから、２０ｋｍ圏内の職員

が参集可能。しかし、３時間後の参集の考え方と同様の理由で４割が参集出来ない。 
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地震発生より 

１日後の参集 
１２時間後と同じ考え方とする。 

地震発生より 

３日後の参集 

地震発生より 

１か月後の参集 

全職員の９割が参集可能 

（考え方） 

地震の発生３日以降、公共交通機関は徐々に回復し、２０ｋｍを超える職員も徐々

に参集可能。１か月後は職員の死傷等により、１割が参集出来ない。 

３日後から１か月後の間は、その間を直線補完して、参集可能人数を計算。 

 

 

●参集想定結果 

各課における参集状況を表３-５に示す。 

 

表３－５ 上下水道局参集可能職員数 

（単位：人） 

  ～1 
時間 

～3 
時間 

～12 
時間 

～ 
1日 

～ 
3日 

～1 
か月 

参 集 
対象者 

上下水道総務班 総務課 4 9 10 10 10 15 17 

上下水道広報班 経営企画課 5 9 11 11 11 17 19 

給水班 窓口課 7 12 13 13 13 20 23 

給排水サービス課 6 7 12 12 12 18 20 

水道復旧班 水道建設課 2 7 10 10 10 16 18 

水道維持課 12※1 19 21 21 21 32 36 

水源班 浄水課 6※2 7 9 9 9 14 16 

下水道管きょ班 下水道建設課 4 7 8 8 8 12 14 

下水道管理課 0 4 10 10 10 16 18 

下水道施設班 下水道施設課 3※2 13 22 22 22 33 37 

下水道原田処理場班 猪名川流域下水道事務所 7※2 21 27 27 27 41 46 

局全体 56 115 153 153 153 234 264 

参集率 21% 44% 58% 58% 58% 89%  

※１：勤務時間外（夜間、休日）は宿直職員 2名常駐 

※２：勤務時間外は委託業者により施設の運転管理を行っている 

 

３．３．２ 水害発生時 

水害の発生は、地震の場合と異なり、災害の発生が各種の気象情報等によりある程度予見できることか

ら、職員の参集に支障をきたすような被害が生じる前に配備体制を整えることが可能なことから、参集率

は設定しない。 

とはいえ、線状降水帯のようにわずか数時間で内水氾濫や河川氾濫などを生じさせる豪雨となる場合も

あることから、職員は最新の気象情報を確認し、いつでも参集できるように準備をしておく必要がある。 
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３．４ 非常時行動計画 

３．４．１ 非常時優先業務の選定方法 

大規模災害時においても優先的に実施・再開すべき業務を非常時優先業務と位置づけ、その他の業務と

区別する。具体的には、地域防災計画における災害応急対策業務を基本として、優先度が高い災害復旧・

復興業務等のほか、業務継続の優先度の高い通常業務が対象となる。 

非常時優先業務は災害対策業務と優先通常業務からなり、それぞれ、以下のとおり定義し選定する。 

なお、発災後しばらくの期間は、業務の必要な資源を非常時優先業務に優先的に割り当てるため、それ

以外の通常業務は、基本的に休止するか、あるいは非常時優先業務の実施に支障とならない範囲で業務を

継続する。 

 

【災害対策業務】…地震災害の初動期及び応急復旧期の活動を中心に、災害時に発生する業務の内、

１か月以内に実施する業務 

【優先通常業務】…局が実施している通常業務の内、地震発生後の市民生活への影響を考慮し、１

か月以内に実施すべきと判断した業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 非常時優先業務の範囲 

 

３．４．２ 各課（班）の非常時優先業務 

上下水道局の各課（班）における非常時優先業務を抽出し、業務の開始時期、想定参集者数及び必要人

員を整理したものが図３－２～３－１１である。 

 

※ 図３－１２ 下水道施設課の業務（水害時）、図３－１４ 猪名川流域下水道事務所 維持課・建設

課の業務（水害時）は、浸水等の被害状況に応じて着手時期、必要職員数、日数などに変更が生じ

る場合がある。 
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【総務課】 

 
図３－２ 総務課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

上下水道部（災対）の設置・運営 0.5

市災害対策本部との連絡調整 0.5

「大阪広域水道震災対策相互応援協
定」に基づく代表者派遣

1.0

職員安否・動員状況の確認・集約 1.0

被害状況確認・集約 2.0

（日水協府支部関連）府内の被害状
況集約・応援要請等

2.0

（日水協府支部関連）府内の受援体
制の確立

1.0

国・府など関係機関への報告と情報
収集・応援要請

1.0

応急給水用資機材・車両等の確保 3.0

燃料の調達 0.5

非常用食料の確保 1.0

宿泊施設・寝具の確保 0.5

応急復旧工事の契約 1.0

受援体制の確立（人的・物的） 1.0

災害対策業務　計 8.0 11.0 13.0 13.0 15.0 15.0 11.0 11.0 －

文書事務 1.0

予算に係る事務 0.5

協会等関係団体との連絡調整事務 0.5

人事・給与その他職員に関する事務 1.5

公務災害・安全衛生に関する事務 1.0

物品購入契約等に関する事務 1.0

工事請負契約等に係る連絡調整 0.5

庁舎・車両管理事務 0.5

保険事務 0.5

上下水道施設の維持管理事務 0.5

優先通常業務　計 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.5 7.0 7.0 －

9.0 12.0 14.0 14.0 17.0 19.5 18.0 18.0 －

想 定 参 集 者 数 4.0 9.0 10.0 10.0 10.0 11.0 12.0 15.0 17.0

過 不 足 人 員 ▲ 5.0 ▲ 3.0 ▲ 4.0 ▲ 4.0 ▲ 7.0 ▲ 8.5 ▲ 6.0 ▲ 3.0 －

想 定 参 集 者 数 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0

過 不 足 人 員 8.0 5.0 3.0 3.0 0.0 ▲ 2.5 ▲ 1.0 ▲ 1.0 －

必　要　人　員

地
震
・
水
害

地震

水害

上下水道
総務班

・

庶務班

総務課
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【経営企画課】 

 

図３－３ 経営企画課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

２

４

時

間

3

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

各種システムの稼働確認 1.0

電源切換えに伴うサーバ操作 0.5

災害対策本部用OA機器環境整
備

0.5

庁舎内ネットワーク環境確認復
旧

0.5

庁舎外ネットワーク環境確認復
旧

0.5

GIS環境確認復旧 0.5

仮想環境確認復旧 0.5

インターネット及びWi-Fi環境確
認復旧

0.5

情報提供用資料作成 1.5

修繕情報のデータ更新 1.5

応急対策に必要な資金の確保 1.0

応急復旧資機材の出庫管理 1.0

お客さまへの情報提供
（広報車）

2.0

災害対策業務　計 5.0 6.0 6.0 5.5 7.0 7.0 4.0 4.0 －

各種システムの復旧 1.0

支払事務 2.0

お客さまへの情報提供
（ホームページ更新）

1.0

被害情報の収集と記録 2.0

市長部局や報道機関に対する
情報提供

1.0

お客さまの問合せ対応 2.0

職員間の情報共有のための情
報提供

1.0

優先通常業務　計 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 －

12.0 13.0 14.0 13.5 15.0 15.0 14.0 14.0 －

想 定 参 集 者 数 5.0 9.0 11.0 11.0 11.0 12.0 13.0 17.0 19.0

過 不 足 人 員 ▲ 7.0 ▲ 4.0 ▲ 3.0 ▲ 2.5 ▲ 4.0 ▲ 3.0 ▲ 1.0 3.0 －

地震
・

水害

上下水道
広報班
(地震)

・

庶務班
（水害）

経営
企画課

地
震
・
水
害

必　要　人　員
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【窓口課】 

 

図３－４ 窓口課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

お客さまの問合せ対応・情報収集 5.0

応急給水準備(資機材確認等) 2.0

重要給水施設断水・停電状況電話確認 2.0

応急給水（重要給水施設）2名×タンク車2台 4.0

応援給水車補給水等対応業務
（柿ノ木3名・野畑5名・寺内5名）13名×2班

26.0

災害対策業務　計 5.0 39.0 37.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 －

お客さまの問合せ対応 5.0

料金調定システムの運用 2.0

料金の漏水減免対応 2.0

優先通常業務　計 0.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 9.0 9.0 －

5.0 44.0 42.0 40.0 42.0 42.0 44.0 44.0 －

想 定 参 集 者 数 7.0 12.0 13.0 13.0 13.0 14.0 16.0 20.0 23.0

過 不 足 人 員 2.0 ▲ 32.0 ▲ 29.0 ▲ 27.0 ▲ 29.0 ▲ 28.0 ▲ 28.0 ▲ 24.0 －

お客さまの問合せ対応・情報収集 5.0

応急給水準備(資機材確認等) 2.0

重要給水施設断水・停電状況電話確認 2.0

応急給水（重要給水施設）2名×タンク車2台 4.0

応急給水（拠点）2名×4班 8.0

避難所開設・運営 7.0

災害対策業務　計 14.0 28.0 26.0 24.0 24.0 24.0 － － －

お客さまの問合せ対応 2.0

料金調定システムの運用 2.0

優先通常業務　計 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 － － －

18.0 32.0 30.0 28.0 28.0 28.0 － － －

想 定 参 集 者 数 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

過 不 足 人 員 5.0 ▲ 9.0 ▲ 7.0 ▲ 5.0 ▲ 5.0 ▲ 5.0 － － －

応援給水車補給水等対応業務等 30.0

応急給水（重要給水施設・応急
給水所）2名×タンク車145台

290.0

応援要員　計 0.0 30.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 －

水道使用開始・中止受付 4.0

開閉栓訪問 2.0

水道使用水量の計量 27.0

地
震

必　要　人　員

給水班

窓口課

委
託
業
務

地震

庶務班

必　要　人　員

地震

水害

応
援
要
員

地震

避難所

窓口課

水
害

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始
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【給排水サービス課】 

 
図３－５ 給排水サービス課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

情報収集（災害対策本部との連絡・調整） 2.0

災害時受付用GIS入力 2.0

応急給水担当（窓口課）との調整 1.0

応急給水計画の策定
２名×２（北部・南部）＝4名

4.0

現地調査・現地応急給水活動の実施
２名×3班=６名

6.0

お客さまの問合せ対応等 5.0

災害対策業務　計 5.0 9.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 －

窓口対応・給排水設計審査 2.0

分岐・しゅん工検査業務 2.0

優先通常業務　計 4.0 4.0 －

5.0 9.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24.0 24.0 －

想 定 参 集 者 数 6.0 7.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 18.0 20.0

過 不 足 人 員 1.0 ▲ 2.0 ▲ 8.0 ▲ 8.0 ▲ 8.0 ▲ 8.0 ▲ 10.0 ▲ 6.0 －

情報収集（災害対策本部との連絡・調整） 2.0

災害時受付用GIS入力 2.0

応急給水担当（窓口課）との調整 1.0

応急給水計画の策定
２名×２（北部・南部）＝4名

4.0

現地調査・現地応急給水活動の実施
２名×3班=６名

6.0

お客さまの問合せ対応等 5.0

災害対策業務　計 5.0 9.0 20.0 20.0 20.0 20.0 － － －

窓口対応・給排水設計審査 2.0

分岐・しゅん工検査業務 2.0

優先通常業務　計 4.0 4.0 － － －

5.0 9.0 20.0 20.0 24.0 24.0 － － －

想 定 参 集 者 数 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

過 不 足 人 員 15.0 11.0 0.0 0.0 ▲ 4.0 ▲ 4.0 － － －

水
害

地
　
震

必　要　人　員

地震

水害

給水班

庶務班

給排水
サービス課

給排水
サービス課

必　要　人　員

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始

通常業務開始
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【水道建設課・水道維持課】 

 

 

図３－６ 水道建設課・水道維持課の業務（地震災害時） 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

系 統 幹 線

お客さまの問合せ対応・情報収集 12.5

監視制御システムの確認 0.5

系統幹線調査箇所の決定 1.0

系統幹線調査の実施 8.0

応急復旧計画の策定（系統幹線・

重要給水施設への配水ルート確保）
1.0

応急止水等の実施（バルブ操作・

重要給水施設への配水ルート確保）
8.0

応急復旧の実施
（配水管の修繕）

18.0

災害対策業務　計
（水道建設課）

13.0 13.0 29.0 29.0 44.0 30.0 30.0 12.5 －

基幹管路以外

お客さまの問合せ対応・情報収集 12.5

監視制御システムの確認 0.5

基幹管路以外の調査箇所の決
定

1.0

基幹管路以外の調査の実施 44.0

応急復旧計画の策定
（系統幹線以外・重要給水施設への配
水ルート確保）

1.0

応急止水等の実施
（バルブ操作・重要給水施設への配水
ルート確保）

44.0

応急復旧の実施
（配水管・給水管の修繕）

374.0

災害対策業務　計
（水道維持課）

13.0 13.0 102.0 102.0 103.0 433.0 387.0 387.0 －

26.0 26.0 131.0 131.0 147.0 463.0 417.0 399.5 －

想 定 参 集 者 数
（ 水 道 建 設 課 ＋ 水 道 維 持 課 ）

14.0 26.0 31.0 31.0 31.0 33.0 37.0 48.0 54.0

過 不 足 人 員
（ 水 道 建 設 課 ＋ 水 道 維 持 課 ）

▲ 12.0 0.0 ▲ 100.0 ▲ 100.0 ▲ 116.0 ▲ 430.0 ▲ 380.0 ▲ 351.5 －

※課における優先通常業務がないため共通とした

必　要　人　員
（水道建設課＋水道維持課）

地震

水道
復旧班

水道
復旧班

地
震
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【水道建設課・水道維持課】 

 
 

 

 

 

 

 

図３－７ 水道建設課・水道維持課の業務（水害時） 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

系 統 幹 線

お客さまの問合せ対応・情報収集 2.5

監視制御システムの確認 0.5

系統幹線調査箇所の決定 1.0

系統幹線調査の実施 2.0

災害対策業務　計
（水道建設課）

3.0 3.0 6.0 6.0 －

基幹管路以外

お客さまの問合せ対応・情報収集 2.5

監視制御システムの確認 0.5

基幹管路以外の調査箇所の決
定

1.0

基幹管路以外の調査の実施 6.0

応急復旧計画の策定
（系統幹線以外・重要給水施設への配
水ルート確保）

1.0

応急止水等の実施
（バルブ操作・重要給水施設への配水
ルート確保）

2.0

応急復旧の実施
（配水管・給水管の修繕）

6.0

災害対策業務　計
（水道維持課）

3.0 3.0 12.0 12.0 11.0 11.0 －

6.0 6.0 18.0 18.0 11.0 11.0 －

想 定 参 集 者 数
（ 水 道 建 設 課 ＋ 水 道 維 持 課 ）

54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0

過 不 足 人 員
（ 水 道 建 設 課 ＋ 水 道 維 持 課 ）

48.0 48.0 36.0 36.0 43.0 43.0 54.0 54.0 －

※課における優先通常業務がないため共通とした

水
害

調査班

調査班

必　要　人　員
（水道建設課＋水道維持課）

水害
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【浄水課】 

 

 

図３－８ 浄水課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

浄水処理施設の被害状況 2.0

配水場・バルブ所の被害状況 8.0

貯水量・配水量確保ための緊急
処置

10.0

自己水の停止・減量 2.0

水質管理の強化 2.0

安全対策の実施 4.0

復旧期間の設定 3.0

応急復旧の順位と方法の選択 3.0

応急復旧の資機材の確保 3.0

復旧工程の検討 3.0

復旧工事班の編成 3.0

災害対策業務　計 0.0 0.0 28.0 18.0 19.0 19.0 15.0 15.0 －

監視制御システムの運転管理 1.5

水質検査業務 6.0

企業団との連絡調整 0.5

優先通常業務　計 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

2.0 2.0 30.0 20.0 27.0 27.0 23.0 23.0 8.0

想 定 参 集 者 数 6.0 7.0 9.0 9.0 9.0 10.0 11.0 14.0 16.0

過 不 足 人 員 4.0 5.0 ▲ 21.0 ▲ 11.0 ▲ 18.0 ▲ 17.0 ▲ 12.0 ▲ 9.0 8.0

※令和3年度より運転監視業務を全面委託契約しており、平日、休日ともに昼間4名、夜間2名が柴原
　　浄水場に常駐。
　　委託業者職員15名、浄水課職員16名　　　委託業者の車両2台、浄水課車両5台（令和4年4月現在）

地震
・

水害

水源班

浄水課

地
震
・
水
害

必　要　人　員
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【下水道建設課】 

 

 

図３－９ 下水道建設課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

施工中現場の確認・安全確保 6.0

管きょ班災害業務体制の確保

他班との連絡体制確認

危険個所閉鎖用具等の確保

緊急業者へ協力依頼

他班や河川管理者への連絡

被災管路の調査・二次災害防
止・応急処置

10.0

緊急修繕業務 8.0

お客さまの問合せ対応・情報
収集

1.0

災害対策業務　計 10.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 12.0 12.0 －

お客さまの問合せ対応
（災害関連外）

1.0

優先通常業務　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

10.0 10.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.0 13.0 1.0

想 定 参 集 者 数 4.0 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0

過 不 足 人 員 ▲ 6.0 ▲ 3.0 ▲ 6.0 ▲ 6.0 ▲ 6.0 ▲ 5.0 ▲ 3.0 ▲ 1.0 －

想 定 参 集 者 数 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

過 不 足 人 員 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 －

水害

下水道
管きょ班

・

調査班

3.0

下水道
建設課

地
震
・
水
害

必　要　人　員

地震
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【下水道管理課】 

 

図３－１０ 下水道管理課の業務 

災害対策業務 優先通常業務

班名 主な業務
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

施工中現場の確認・安全確保 4.0

管きょ班災害業務体制の確保

他班との連絡体制確認

危険個所閉鎖用具等の確保

緊急業者の協力依頼

他班や河川管理者への連絡

被災管路の調査・二次災害
防止・応急措置

6.0

緊急修繕業務 4.0

お客さまの問合せ対応・情報
収集

3.0

災害対策業務　計 9.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9.0 9.0 －

道路陥没等の下水道相談調査 2.0

台帳閲覧 1.0

施工承認 1.0

排水協議等の窓口相談 1.0

届出受付 1.0

排水・立入検査 2.0

優先通常業務　計 8.0 8.0 －

9.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 17.0 17.0 －

想 定 参 集 者 数 0.0 4.0 10.0 10.0 10.0 11.0 13.0 16.0 18.0

過 不 足 人 員 ▲ 9.0 ▲ 5.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 4.0 ▲ 1.0 －

想 定 参 集 者 数 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0

過 不 足 人 員 9.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0 1.0 －

水害

地
震
・
水
害

下水道
管きょ班

・

調査班

2.0

下水道
管理課

必　要　人　員

地震
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【下水道施設課】 

 

図３－１１ 下水道施設課の業務（地震災害時） 

災害対策業務 優先通常業務

班名
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

職員の安否確認、事務所・事務機器等の被害確認 3.0

関係機関への連絡 2.0

指示・情報整理等、緊急点検・緊急調査、総括 12.0

緊急調査・緊急措置・一次調査・応急復旧 18.0

各設備機器のメーカー点検の実施及び応急復旧の
ための調査と業者手配

5.0

本復旧に必要な調査 8.0

本復旧工事設計・発注 8.0

災害査定 8.0

大阪湾岸に津波警報が発令されている場合、直ちに
１系ポンプ室の水密扉を全閉する。（庄内処理場）

中央監視設備での故障状況の確認
（主ポンプの運転続行を最優先）（庄内処理場）

中央監視施設での故障状況の確認
（ポンプの運転続行を最優先）（ポンプ場）

火災及び爆発の危険性がある施設の点検

毒物劇物等等薬品保管場所の点検(庄内処理場）

停電時、自家発設備の運転確認と点検（重油残量の確認）

緊急点検 8.0

流入～放流までの構造躯体、設備機器等の通水状況
の点検確認

被害施設の緊急措置（排水を最優先）

各施設の点検復旧

沈砂池、ポンプ室施設の応急復旧を最優先し運転再開

災害対策業務　計 10.0 20.0 32.0 19.0 19.0 21.0 16.0 16.0 －

下水処理場・ポンプ場・雨水貯留施設の運転操作 2.0

下水処理場の水質管理 2.0

優先通常業務　計 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

12.0 22.0 36.0 23.0 23.0 25.0 20.0 20.0 －

想 定 参 集 者 数
（ 下 水 道 施 設 課 ）

3.0 13.0 22.0 22.0 22.0 23.0 26.0 33.0 37.0

想 定 参 集 者 数 ※

（ 運 転 委 託 業 者 ）
6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 12.0 18.0 18.0 18.0

過 不 足 人 員 ▲ 3.0 ▲ 3.0 ▲ 6.0 7.0 11.0 10.0 24.0 31.0 －

　の業務は委託業者が中心となる

必　　　　　　要　　　　　　人　　　　　　員

地震

　　　※　運転委託業者が平日、休日とも夜間6人が庄内下水処理場に常駐。昼間はポンプ場メンバーを含めると約20人。

5.0地
　
　
震

下水道
施設班

下水道
施設課

6.0

8.0

下水道
施設班
（委託
業者）
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【下水道施設課】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１２ 下水道施設課の業務（水害時） 

災害対策業務 優先通常業務

班名
必要

職員数
3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

２

か

月

６

か

月

１

年

通

常

業

務

開

始

関係機関への連絡 2.0

指示・情報整理等、緊急点検・緊急調査、総括 4.0

浸水機器の特定・被害の想定 4.0

緊急調査・緊急措置・一次調査・応急復旧 10.0

各設備機器のメーカー点検の実施及び応急復旧の
ための調査と業者手配

5.0

本復旧に必要な調査 8.0

本復旧工事設計・発注 8.0

災害査定 8.0

仮設床排水ポンプによる場内浸水箇所の排水 6.0

場内浸水箇所の清掃・消毒 12.0

仮設ポンプによる汚水の直接放流 2.0

仮設ポンプによる汚水の放流（簡易沈殿処理） 2.0

仮設ポンプ・仮設送風機による汚水の放流（簡易標準処理） 4.0

災害対策業務　計 6.0 10.0 20.0 20.0 39.0 39.0 37.0 20.0 4.0 －

下水処理場・ポンプ場・雨水貯留施設の運転操作 2.0

下水処理場の水質管理 2.0

優先通常業務　計 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0

6.0 10.0 20.0 20.0 43.0 43.0 41.0 24.0 8.0 －

想 定 参 集 者 数
（ 下 水 道 施 設 課 ）

37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0

想 定 参 集 者 数 ※

（ 運 転 委 託 業 者 ）
6.0 6.0 8.0 8.0 12.0 12.0 20.0 20.0 20.0 20.0

過 不 足 人 員 37.0 33.0 25.0 25.0 6.0 6.0 16.0 33.0 49.0 －

　の業務は委託業者が中心となる

水
　
　
害

下水道
施設班
（委託
業者）

下水道
施設班

下水道
施設課

必　　　　　　要　　　　　　人　　　　　　員

水害
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【猪名川流域下水道事務所 維持課・建設課】 

 

図３－１３ 猪名川流域下水道事務所 維持課・建設課の業務（地震災害時） 

地震災害対策業務 優先通常業務

班名
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

指揮系統の確立 2.0

人的被害の確認、救助活動 2.0

ライフラインの状況確認 1.0

情報基盤（ＰＣ・ネットワーク・電話等）の確認 1.0

大阪府・兵庫県・関連市町等と連絡（初期段階） 1.0

災害対策体制の確立 5.0

運転委託業者状況確認・指示 3.0

緊急点検（二次災害の未然防止） 8.0

処理場機能の確保（レベル１）

　　緊急調査（重大な機能障害の把握） 2.0

　　緊急措置（重大な機能障害の措置） 10.0

処理場機能の確保（レベル２）

　　緊急調査（重大な機能障害の把握） 2.0

　　緊急措置（重大な機能障害の措置） 10.0

一次調査 3.0

応急復旧 3.0

処理場機能の確保（レベル３） 3.0

二次調査・本復旧 3.0

災害対策業務　計 35.0 21.0 12.0 12.0 12.0 3.0 9.0 9.0 3.0

運転管理・施設点検 53.0

薬品・燃料等の発注（処理場機能の確保に必要な物資） 2.0

水質管理 4.0

水防業務（雨天時） 2.0

維持管理に係る物品の発注、支払い 2.0

工事監督 8.0

府県からの調書等作成 2.0

設計、積算、発注業務 8.0

施設整備 8.0

優先通常業務　計 53.0 53.0 61.0 61.0 63.0 73.0 81.0 89.0

35.0 74.0 65.0 73.0 73.0 66.0 82.0 90.0 92.0

想 定 参 集 者 数
（ 猪 名 川 流 域 下 水 道 事 務 所 ）

7.0 21.0 27.0 27.0 27.0 29.0 33.0 41.0 46.0

想 定 参 集 者 数 ※

（ 委 託 業 者 ）
14.0 37.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 50.0 50.0

過 不 足 人 員 ▲ 14.0 ▲ 16.0 1.0 ▲ 7.0 ▲ 7.0 2.0 ▲ 10.0 1.0 4.0

　の業務は委託業者が中心となる

地震

地
　
　
震

下水道
原田

処理場班

維持課
建設課

必　　　　　　要　　　　　　人　　　　　　員
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【猪名川流域下水道事務所 維持課・建設課】 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１４ 猪名川流域下水道事務所 維持課・建設課の業務（水害時） 

水害対策業務 優先通常業務

班名
必要

職員数
1

時

間

3

時

間

１

２

時

間

１

日

３

日

７

日

１

４

日

１

か

月

通

常

業

務

開

始

指揮系統の確立 2.0

人的被害の確認、救助活動 2.0

ライフラインの状況確認 1.0

情報基盤（ＰＣ・ネットワーク・電話等）の確認 1.0

大阪府・兵庫県・関連市町等と連絡（初期段階） 1.0

災害対策体制の確立 5.0

運転委託業者状況確認・指示 3.0

浸水箇所の把握 12.0

応急復旧・緊急措置（止水・排水） 12.0

浸水機器の特定・被害の特定 3.0

本復旧 3.0

災害対策業務　計 39.0 33.0 12.0 12.0 15.0 3.0 3.0 3.0 3.0

運転管理・施設点検 53.0

薬品・燃料等の発注（処理場機能の確保に必要な物資） 2.0

水質管理 4.0

維持管理に係る物品の発注、支払い 2.0

工事監督 8.0

府県からの調書等作成 2.0

設計、積算、発注業務 8.0

施設整備 8.0

優先通常業務　計 53.0 53.0 59.0 59.0 61.0 71.0 79.0 87.0

39.0 86.0 65.0 71.0 74.0 64.0 74.0 82.0 90.0

想 定 参 集 者 数
（ 猪 名 川 流 域 下 水 道 事 務 所 ）

46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0

想 定 参 集 者 数 ※

（ 委 託 業 者 ）
15.0 15.0 15.0 15.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

過 不 足 人 員 22.0 ▲ 25.0 ▲ 4.0 ▲ 10.0 22.0 32.0 22.0 14.0 6.0

　の業務は委託業者が中心となる

水害

水
　
　
害

下水道
原田

処理場班

維持課
建設課

必　　　　　　要　　　　　　人　　　　　　員
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４．基幹構造物等の被害に応じた対応計画 

地震による配水管等管路被害による断水については「豊中市上下水道局 地震対応マニュアル」に基づ

き、また台風などにより停電断水が発生した場合は「停電断水時応急給水マニュアル」に基づき、給水班

を中心に応急給水活動を行う。 

このように、豊中市災害対策本部又は上下水道局災害対策本部が設置された場合、機構に基づく各班は

マニュアル等を活用して災害対応を行うが、水源班及び下水道施設班に関する業務については、各施設の

耐震化は着実に進展したものの、基幹構造物や機械・電気設備の被害状況、停電の影響等により施設の運

転の可否が左右されるため、不確定な要素が多い。また、機能停止による市民生活への影響が大きいこと

から、ここでは実際の被害に応じた対処の方針と具体的な方法を計画する。 

なお、被災後、早期に機能回復を図るうえで最も重要な課題の一つである停電対策について、上下水道

局各施設における非常用発電設備の運転可能時間は次表のとおりである。 

 

表４－１ 上下水道局各施設における非常用発電設備の運転可能時間 

施 設 名 燃料の種類 備 蓄 量 運転可能時間 

上下水道局庁舎 軽 油 1,950ℓ ４９.７時間 

柴原浄水場 Ａ重油 700ℓ ５時間 

柿ノ木配水場 軽 油 10,850ℓ ２４時間 

庄内下水処理場 Ａ重油 19,000ℓ ９.４時間 

桜井谷ポンプ場 Ａ重油 4,100ℓ ２８時間 

新免ポンプ場 軽 油 150ℓ １１時間 

千里園ポンプ場 Ａ重油 7,250ℓ １７時間 

利倉ポンプ場 Ａ重油 14,870ℓ １８時間 

穂積ポンプ場 Ａ重油 10,000ℓ １４時間 

小曽根第１ポンプ場 Ａ重油 1,950ℓ ２２時間 

小曽根第２ポンプ場 Ａ重油 1,950ℓ ２０時間 

熊野田南中継ポンプ室 軽 油 198ℓ １５時間 

 

 

また、令和元年台風１５号・第１９号をはじめとした一連の災害に係る検証レポート（最終とりまとめ）

（令和２年３月）において、「継続的な電力供給が必要な重要施設（病院や官公庁舎、避難所等）について

は、非常用電源等を導入するとともに、その稼働に必要な燃料を少なくとも３日分確保し、災害時に備え

ておくことが望ましい。」とされ、大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（内閣府）、

災害拠点病院指定要件の一部改正について（厚生労働省医政局長通知）でも非常用電源の導入、３日分の

燃料確保について示されていることから、上下水道施設において非常時の燃料供給体制の確保について今

後の検討課題となる。 
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４．１ 水源班（浄水課） 

発災後、緊急点検、緊急調査等を実施し、浄水機能や配水場・分岐所における運転を確保するための対

処方法を計画する。 

ここでは、自己水施設（取水、導水、浄水施設）は、耐震化されていないこと、また猪名川氾濫時には

取水施設の浸水被害が避けられないことから、使用不可能となることを想定し、配水場においても耐震診

断の結果が「ＮＧ」となったものは機械・電気設備を含めて使用不可能な事態を想定する。 

また、大阪広域水道企業団からの受水系統は概ね耐震化が完了していることから、自己水施設が使用で

きない場合は、大阪広域水道企業団からの受水に切替えることを想定する。 

具体的な対応計画は以下のとおりである。 

 

① 猪名川取水場、石橋中継ポンプ場、柴原浄水場の運転状況を確認し、異常があった場合は、運転

を停止する。 

② 各配水場施設・分岐所の運転状況を確認し、配水池の水位を確保する。 

③ アクアネット大阪（大阪府・市町村水道情報交換システム）などを確認し、大阪広域水道企業団

送水系統の状況を確認し、必要な受水量の確保が可能かを確認する。 

④ 自己水施設に異常があり使用できない場合は、大阪広域水道企業団からの受水に切替える。 

⑤ 配水池の貯水量、配水量を確保するための緊急処置を行う。 

・配水池水位の確保 

配水量の制限が必要な場合は、幹線のバルブ操作の実施 

緊急遮断弁の動作確認 

・加圧系統の圧力確保（柿ノ木配水場） 

圧力低下が発生している場合は、現地でバルブ操作を実施 

・野畑配水場の被災による代替え 

村町橋調整バルブ、赤阪調整バルブ、昭和橋調整バルブ、旭ヶ丘調整バルブの操作 

⑥ 被害を受けた施設のうち、応急処置により使用可能であると判断されたときは、直ちに応急処置

を行い、使用不可能であると判断されたときは、復旧作業前に優先度を設定する。施設の優先度は

次のとおり。 

１．各配水場・調整バルブ所 

２．柴原浄水場 

３．猪名川取水場・石橋中継ポンプ場 

 

詳細な手順については、「豊中市上下水道局 地震対応マニュアル」や「事故対応マニュアル（浄配水施

設編）」、「施設運転マニュアル（浄水施設編）」によるものとする。 
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４．２ 下水道施設班（下水道施設課・庄内下水処理場） 

前回の豊中市上下水道局業務継続計画（平成２７年３月）策定後、耐震化が最も進んだ施設の一つであ

るが、地震による大規模停電が機械・電気設備に及ぼす影響が懸念される施設である。 

また、水害時においても河川と近接せざるを得ない立地条件から、浸水が施設全体に深刻な被害を与え

る施設でもある。 

① 二次災害を防止するため、火災及び爆発の危険性のある設備（屋外特高受変電設備、高圧配電・受

変電設備、屋外重油タンク等）、各種薬品保管場所等の点検を行い、被害状況を把握する。 

② 主ポンプ設備が停止した場合、直ちにポンプ井の水位が上昇するため、可能な限り速やかに主ポン

プの運転再開に努める。設備停止が発生した場合は、最低限の汚水処理を行えるように、自家発設備、

主ポンプ設備、消毒設備を優先して運転を行う。 

③ 雨天時には低地からの汚水・雨水の排除、排水が重要であるため、まずは揚水及び排水機能、次に

消毒機能、さらには沈殿機能（一次処理）、生物処理（二次処理）、汚泥処理機能の順に確保する。 

 

下水処理場として果たすべき機能について、緊急かつ最低限の機能を確保するレベル１から、継続的な

処理を確保するレベル３の３段階に分けて策定する。 

 

レベル１（揚水＋消毒）・排水機能 

確保する機能 効 果 主な措置内容 

揚水機能 居住区域から汚水を排除 仮設ポンプの設置、主ポンプの復旧 

消毒機能 公共水域の最低限の衛生管理 消毒薬品の仮設注入、薬品タンク・注入ポンプ

の復旧 

排水機能 汚水の速やかな排水 排水路の確保 

※ 庄内下水処理場は合流式であるため、降雨時における地震の際は、揚水機能・排水機能を最優先

に確保する。 

 

レベル２（揚水＋沈殿＋消毒）・排水機能 

レベル１から追加
で確保する機能 

効 果 主な措置内容 

沈殿機能 最低限の汚水処理 仮設沈殿池の設置、最初沈殿池の復旧 

※ 被災状況によっては、下記の検討を行い、段階的にレベルアップを目指す。 

① レベル３に移行するまでの間、相当時間を要する場合には、仮設送風機での簡易曝気、仮

設脱水機での汚泥処理を検討する。 

② 一部の汚水をレベル３に移行するなど段階的な復旧の検討を行う。 

 

レベル３（揚水＋沈殿＋生物処理＋消毒）・排水機能、汚泥処理の復旧 

レベル２から追加
で確保する機能 

効 果 主な措置内容 

生物処理機能 放流水質の向上 送風機、ポンプ類の復旧 

汚泥処理機能 継続的な下水処理機能確保 濃縮機、脱水機等の復旧 

詳細な手順については「豊中市上下水道局庄内下水処理場及びポンプ場ＢＣＰ【地震・水害編】」による

ものとする。  
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４．３ 下水道施設班（下水道施設課・汚水雨水ポンプ場） 

庄内下水処理場と同様に前回の豊中市上下水道局業務継続計画（平成２７年３月）策定後、耐震化が進

んでいるが、地震による大規模停電が機械・電気設備に及ぼす影響が懸念される施設である。 

平成 1６年度に築造された千里園ポンプ場は建築、土木部分ともに新耐震基準で設計されているが、そ

の他のポンプ場については昭和３７～５０年に築造されており、耐震補強工事により建築部分の使用は可

能と思われるが、施設の老朽化もあいまって大きな被害を受ける可能性が高い。 

また、水害時においても河川と近接せざるを得ない立地条件から、浸水が施設全体に深刻な被害を与え

る施設でもある。 

① 二次災害を防止するため、火災及び爆発の危険性のある設備（高圧配電・受変電設備、屋外及び地

下重油タンク等）、蓄電池設備等の点検を行い、被害状況を把握する。 

② 主ポンプ設備が停止した場合、直ちにポンプ井の水位が上昇するため、可能な限り速やかに主ポン

プの運転再開に努める。設備停止が発生した場合は、最低限の汚水処理を行えるように、自家発設備、

主ポンプ設備を優先して運転を行う。 

 

○雨天時の発災を想定し、対処法を計画する。 

各ポンプ場として果たすべき機能について策定する。 

 

レベル１（揚水＋消毒）・排水機能 

確保する機能 効 果 主な措置内容 

揚水機能 居住区域から雨水、汚水を排除 仮設ポンプの設置、主ポンプの復旧 

排水機能 雨水の速やかな排水 排水路の確保 

 

詳細な手順については「豊中市上下水道局庄内下水処理場及びポンプ場ＢＣＰ【地震・水害編】」による

ものとする。 

 

※ 下水道施設班（庄内下水処理場、汚水雨水ポンプ場）の対応は、浸水等の被害状況に応じて着手

時期等に変更が生じる場合がある。 
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５．事前対策計画 

５．１ 総説 

日本国内において事業体間の災害時相互応援の仕組みが構築されているが、応援要請の手順、ルールは

水道と下水道で異なり、留意しておく必要がある。 

災害時における水道は次図のとおり、公益社団法人日本水道協会を中心とする相互応援システムが構築

されており、本市は大阪府支部長としての責務を担っている。 

なお、関西地方支部長は大阪市である。 
 

 

図５－１ 日本水道協会の情報連絡体制 
 

 

図５－２ 日本水道協会の応援要請体制  
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災害時における下水道は、国土交通省、都道府県を中心とした全国を６ブロックに分割した支援体制が

構築されており、本市は近畿ブロックに位置付けられる。 

 

 

図５－３ 下水道事業災害時ブロック割図 

 

 

 

図５－４ 下水道事業災害時近畿ブロック支援本部緊急連絡系統（一斉連絡方式） 
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５．２ 水害時の事前対策計画 

気象情報（台風・降雨等）から事前にある程度の被害予測が可能な水害では、減災のため、その間に事

前対応を実施することが重要である。 

水害の発生に備えた事前対応は、表５－１のとおりである。 

 

表５－１ 水害の発生に備えた主な事前対応業務 

対 応 業 務 業 務 の 概 要 

気象等に関する情報収集 ・情報収集体制の確立 

・降雨情報や被害情報の収集 

各施設に関する現況確認 ・各河川水位、管きょ内水位、ポンプ場運転状況、雨水

貯留施設の貯留量等の確認 

・風水害による停電に備え、局庁舎、配水場、処理場、

ポンプ場の非常用発電設備の燃料備蓄量の確認 

・資機材の確認 

災害対策本部（風水害対策本部）

及び関連部局との連絡調整 

・各施設に関する情報を連絡共有 

水害発生に備えた事前準備 ・職員及び委託事業者との避難行動手順の確認 

・各施設パトロール 

・浸水防止用防水扉やシャッターの閉鎖、土のうの用意 

・発災時の緊急措置、応急復旧業者との連絡体制の確認 

・データ類の保護 

 

５．３ 非常時優先業務に関する課題と対応策 

（1）人員の確保 

【課題】 

地震等発生時において非常時優先業務を実施するためには、上下水道局のリソース（災害後に順

次参集する職員）では大幅に不足する。特に、発災直後の数時間の間の業務と、その後の応急給水

業務及び管路の応急復旧業務においては著しく不足することになり、人的資源の確保が大きな課題

となる。 

 

【対応策】 

Ⅰ．応援協定の強化 

発災後に人員を新たに確保することは非常に困難であることから、事前に人的資源の確保

に向けた準備が必要である。すでに協定等に基づいた他事業体等からの応援協力体制は構築

されているが、現状では不足するリソースに対する絶対数や迅速な応援体制の確立に課題が

残る。 

そこで、日本水道協会及び下水道事業近畿ブロックへの早期支援要請と受援体制の構築と

並行して、民間の委託業者や企業に災害時の応援協力を求め、協定書を締結するなどの対応

により、非常時優先業務が確実に実施できる体制を整えることが重要である。 
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上下水道局では、下記のとおり他事業体や民間事業者などと、災害時の協力や支援に関

する協定を結んでいる。災害時においては、被災状況に応じてこの協定やルールを適用し、

必要な人員体制を確保する。 

なお、応急給水、応急復旧（漏水調査も含む）等に係る他事業体の応援隊の集結及び活動

拠点は大曽公園（北桜塚 4-6）を想定している。 

 

【基本ルール】 

区 分 名   称 改訂年度 

水 道 地震等緊急時対応の手引き R2 

下水道 下水道事業における災害時支援に関するルール（全国ルール） R2 

 

【自治体等との協定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【団体等との協定】 

区分 協定先 名称 
支援の内容 締結(更新) 

年度 人的 物的 

水 道 
日本水道協会関西地方

支部 
災害時相互応援に関する協定 〇 〇 R3 

水 道 
大阪府、大阪広域水道

企業団外２８事業体 

大阪広域水道震災対策相互応

援協定 
〇 〇 R3 

水 道 北大阪上水道協議会 
上水道事業相互応援に関する

覚書 
〇 〇 H31 

下水道 国道交通省、大阪府外 
下水道事業災害時近畿ブロッ

ク支援に関する申し合わせ 
〇 〇 R1 

区分 協定先 名称 
支援の内容 締結(更新) 

年度 人的 物的 

下水道 
日本下水道管路管理業

協会 

災害時における復旧支援協力

に関する協定 
〇 〇 H28 

水 道 

下水道 
豊中商工会議所 

災害時等における電気設備の

応急復旧作業に関する協定 
〇 〇 H24 

水 道 

下水道 

大阪府電気工事工業組

合 

災害時における電気設備の応

急復旧作業に関する協定 
〇 〇 H24 

水 道 

下水道 
豊中市建設業協会 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 H17 

水 道 

下水道 
豊中電業協会 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 H18 

水 道 

下水道 
豊中造園建設業組合 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 H18 
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【民間企業等との協定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、災害時における非常用発電設備等の燃料供給について、大阪府政策企画部危機管理室に

確認したところ、本市は平成２５年３月２９日付で大阪府と石油連盟が取り交わした「災害時の

重要施設に係る情報共有に関する覚書」の適用対象に該当するとの回答を得た。 

ただし、さらなる安定供給を受ける対策を強化するため、現在、府内石油供給事業者と協定締

結に向けた取組みを進めているところである。 

 

●協定の締結・強化に向けた方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．その他のリソース（人的資源）確保 

不足する人員に対しては、民間協定の締結を進めるなど外部に対応を求めるほか、局内に

おいても対策を講じる必要がある。 

 

水 道 

下水道 

豊中市排水設備工業指

定業者協会 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 H21 

水 道 

下水道 
北大阪建設設備協会 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 H23 

水 道 

下水道 

一般社団法人関西ＳＢ

Ｍ事業協会 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 R3 

水 道 

下水道 

合同会社豊中市管工事

組合 

災害時における応急対策業務

に関する協定 
〇 〇 R3 

区分 協定先 名称 
支援の内容 締結(更新) 

年度 人的 物的 

水 道 

下水道 

千里ニュータウンＦＭ

放送株式会社 

災害時の緊急放送に関する協

定 
 〇 H20 

水 道 

下水道 

豊中・池田ケーブルネ

ット 

災害時の緊急放送に関する協

定 
 〇 H24 

水 道 

下水道 

ヴェオリア・ジェネッ

ツ株式会社 

災害時における応援に関する

協定 
〇 〇 H28 

水 道 株式会社光明製作所 
災害時における水道施設の応

急復旧支援に関する協定 
 〇 R1 

水 道 大成機工株式会社 
災害時における水道施設の応

急活動の支援に関する協定 
〇 〇 R2 

・協定に係る災害対応の迅速化を図るため、協定相手との窓口や受け入れ態勢、

指示命令系統などを明確にしマニュアル化する。 

・応援業務の円滑な実施に必要な事前情報を把握するため、資機材の備蓄状況、 

応援可能人員数、施設状況等を相互に交換するとともに、局内でも共有する。 

・協定内容の把握と実効性確保のため、協定に基づく訓練等を実施し内容を常に 

検証する。 
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●各班間における職員の融通 

必要な人員数が不足する班については、上下水道総務班で取りまとめ、他班に応援を要

請し、班の枠組みを超えた局内で横断的な人員調整を行う。 

各課の非常時優先業務における人員の過不足を把握し、一元的な管理のもと適切に人員

を配置する体制を構築する。 

●非常時優先業務の共同実施 

災害直後における水道・下水道の管路調査を共同で実施するなど業務の効率化を図り、

他の非常時優先業務に配置する人員を確保する。 

●施設の耐震化及び耐水化の促進 

施設の耐震化及び耐水化を推進することにより、機能回復・復旧などの非常時優先業務

量を削減することができ、必要人員そのものを削減することができる。 

●応急給水所における自治会、市長部局等への協力要請 

発災直後、速やかな応急給水所の開設及び円滑な運営を行うため人材の確保が課題であ

る。応急給水資材の保管場所も含め、自治会や自主防災組織などの地域団体、市長部局、

施設管理者等関係者間で課題を共有し、相互協力を行うことが重要である。 

●（仮称）災害時退職者協力制度の創設 

この制度は、上下水道事業に関する知識と経験を有する退職者を協力員として登録し、

災害時において支援協力を得るもので、人員確保とともに経験を生かした、迅速かつ効果

的な業務の遂行が期待できる。 

●市民等への情報提供及び協力要請 

災害時において、水道及び下水道施設の被災状況や復旧の見通しは、市民、事業者にと

って最も重要な情報となる。これらの情報を上下水道局のホームページやＳＮＳ等のアプ

リケーションを活用することにより、積極的に発信し、適宜更新することは、市民の安全

安心に繋がるものである。 

また、下水道施設が被災した場合において、排水量を抑制するため、水道の使用を必要

最小限とする節水広報を実施し、協力を求めることも早期復旧に向け必要な対策となる。 

 

なお、職員、委託事業者等の安全を最優先にするのはもちろんのこと、人員の確保にあた

っては、職員の健康管理に十分な配慮が必要であり、交代要員の確保・食事・休息場所など

労働安全衛生に配慮したルールづくりが重要で、このことが二次災害の防止など、結果とし

て業務継続と早期復旧を実現可能とするものである。 

 

（2）物的資源の確保 

【課題】 

人員の確保同様、非常時優先業務を実施するにあたり様々な物的資源の不足が想定される。特に

電力供給の停止は各種システムの稼働や施設における機械設備の運転に多大な影響を及ぼすため、

必要となる施設には、電力供給ルートの二重化や自家発電設備による対策が施されている。 

しかしながら、本計画の被害想定（地震）では最大７日間の停電が想定されているため、自家発

電設備による安定的な電力供給には、燃料の補給が不可欠で、燃料供給の確保が課題となっている。 

 

【対応策】 

Ⅰ．企業との協定の強化 
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物的資源の不足により業務継続ができなくなるものについては事前に、供給源を確保して

おくことが重要で、必要であれば資源確保に関する協定等の締結を進める。 

ここでは、新たに締結が必要な協定とその方針を整理する。 

 

●協定の締結や協力依頼が必要とされるもの 

①燃 料 

自家発電用・車両用・機械設備用燃料の優先供給に関すること 

②資機材 

メーカー又は協会との優先供給に関すること 

③車 両 

運送会社による物資の優先配送やレンタカーの優先配車に関すること 

④各種薬品類 

浄水・下水処理に必要な薬品の確保に関すること 

 

●協定の締結・強化に向けた方針 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．その他のリソース（物的資源）確保 

その他のリソース（物的資源）確保の手法としては、タンク等の改良や増設による備蓄量

の増大や資機材においては、他事業体との共同保管・備蓄などが有効である。 

また、過去の災害においては、庁舎の被災などにより重要図面、図書、電子データ等が滅

失し、応急対策や復旧作業に大きな支障となる事例があった。災害により損失する可能性の

ある資源に対しては、別途保管するなどバックアップに万全を期する必要がある。 

資源確保のために協定の締結まで必要としないものであっても、安定的な供給を受けるた

めに、次のような対策を講じておかなければならない。 

 

●資機材の確保の対策 

 

 

 

 

（参考）資機材として考えられるもの 

・局職員、応援職員が生活していくための資機材 

水、食料、寝具、休憩場所、宿泊場所、仮設トイレなど 

・災害復旧活動に必要な資機材 

車両、ガソリン、軽油、発電機、通信手段、コピー用紙やトナー等の事務用 

品、ICT機器など 

・燃料やレンタカーの調達など不足するリソースについて、早急に確保が必要

なものを具体的に明示し、協定締結につなげる。 

・資機材の備蓄状況、施設状況等を相互に交換するとともに局内でも共有する。 

・定期的に相互の状況確認を行い、情勢の変化に応じ、協定内容を適宜見直す。 

・協定文書の保管部署と、災害時の連絡担当部署を明確にする。 

・必要な資機材の集約と、調達部署への伝達方法をルール化する。 

・迅速に調達できるよう、非常時の調達ルールを策定する。 

・災害時に調達困難な資機材については、事前に調達先、方法を決めておく。 
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・施設復旧に必要な資機材 

管材料、弁類、ポンプ類 

・業務継続に必要な資機材 

重油、次亜塩素酸ソーダ、ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）等の薬品類など 
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６．計画の継続的維持・向上にむけた研修・訓練・改善計画 

６．１ 継続的維持・向上の必要性 

本計画の策定は、今後の上下水道局における業務継続力の維持・向上の第一歩である。職員の異動や業

務内容、組織の変化等に合わせて見直し、更新しなければ、計画そのものが形骸化してしまう恐れがある。 

常に計画の内容を検証し、不足するリソースに対し確保に向けた取組み等、必要に応じて改善を図って

いくことが必要となる。 

 

６．２ 業務継続計画の職員等への浸透・定着 

的確な業務継続を図るためには、職員一人ひとりが災害時の役割や施設等の資源制約の可能性について、

平常時から理解を深め、発災時には実際に行動できるように対応能力を向上させていくことが求められる。 

業務継続体制の確立に向け、日ごろより計画的に研修や訓練を実施し、職員個人及び組織的な対応能力

の向上を図っていく。 

また、訓練等の実施ごとに課題を検証し、その結果を本計画に反映することにより、計画の改善が図ら

れる。 

 

６．３ 研修計画 

・職員を対象とした災害応急対策業務・ＢＣＰ等に関する研修を実施し、必要な基礎的知識の習得を図

る。 

・地震時対応におけるマニュアルの研修を実施し、知識と技術の習熟を図る。 

・実施時期：毎年１１月 

 

６．４ 訓練計画 

【実地訓練】 

・大規模地震を想定して、優先的に復旧設備を考慮の上、現場点検を行う。 

・対象：各担当班の責任者、代理者及び担当者 

・実施時期：毎年１月 

 

【その他の訓練】 

・安否確認訓練、参集訓練及び、情報伝達訓練等は別途策定する災害対応業務マニュアルに基づき

行う。 

・対象：全職員 

・実施時期：毎年９月 
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表６－１ 災害を想定した訓練の例 

種   類 内       容 関連団体 

避難訓練 職員の避難、来客等の避難誘導  

連絡訓練 緊急連絡網での連絡  

参集訓練 勤務時間外の参集、配備体制  

安否確認訓練 職員及びその家族の安否確認  

合同防災訓練 情報伝達、図上シミュレーション訓練 豊能地区 

３市２町 

災害対策合同訓練 情報伝達、応急給水訓練 日水協、 

大阪広域水道企業団、 

下水道近畿ブロック 

応急給水訓練 給水タンク車、応急給水栓による給水訓練  

災害時給水拠点訓練 災害時給水拠点での給水訓練  

対策本部設置運営訓練 情報伝達、復旧計画策定の図上訓練 自主防災組織等 

各班災害対応業務の訓練 災害対応マニュアル等に基づいた実施手順の確認  

資機材等の確認 災害時に使用する資機材の状況確認、発電機等の起

動確認 

 

 

６．５ 改善計画 

【上下水道局ＢＣＰの定例改善】 

チ ェ ッ ク 項 目 回数・時期 

人事異動、組織の変更による人員構成に変更がないか。 年１回（４月） 

策定根拠となる計画書を変更した場合、計画に関連する文書がすべて最新版

に更新されているか。 

年１回（４月） 

 

【上下水道局ＢＣＰの責任者による総括的な点検】 

チ ェ ッ ク 項 目 回数・時期 

事前対策は、確実に実施されたか。また、過去１年間で実施した対策（上下

水道施設の耐震化等）を踏まえ、上下水道局ＢＣＰの見直しを行ったか。 

年１回（７月） 

優先実施業務の追加や変更等で上下水道局ＢＣＰの変更が必要ないか検討

したか。 

年１回（７月） 

訓練が年間を通して計画どおりに実施されたか。また、訓練結果を踏まえた

上下水道局ＢＣＰの見直しを行ったか。 

年１回（７月） 

来年度予算で取り上げる対策を検討したか。また、実施未定の対策について、

予算化を検討したか。 

年１回（７月） 

注：上下水道局ＢＣＰの責任者は、定期的に点検と是正措置が十分に行われているか確認するとと

もに、検討課題を認識し、次年度以降の方向性を打ち出す。  
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６．６ 運営体制 

本業務継続計画は、上下水道局の災害対応の基礎となるものであり、取り巻く環境の変化などに対して、

常に最適化することが求められる。 

危機管理検討委員会は、計画の実効性を維持するため、定期的に計画の改訂を実施する。 

また、地域防災計画など上位に位置する防災計画において被害想定の見直しなどが行われた場合も改訂

を行い、本計画の維持・向上に努めるものとする。 
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７．おわりに 

上下水道局ＢＣＰの策定にあたっては、最初から完璧なものを追求せず、必要最低限の内容で作成してい

る。今後も見直しを繰り返して、この内容を向上していくことが必要となる。つまり、定期的にＰ・Ｄ・Ｃ・

Ａサイクルを確実に実施することが重要となる。 
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令和４年度 豊中市災害対策本部（上下水道部）動員名簿 

 

 

 

  

上下水道部
上下⽔道総務班

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 経営部 部長 土井　清治 1 1 1 1 1

○ 技術部 部長 河本　圭司 1 1 1 1 1

2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

部付

職員

部⻑◎

副部⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動

要員

避難所

開設要員

上下⽔道総務班（風⽔害時：庶務班）　　総務課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 総務課 課長 南　岳彦 1 1 1 1 1

総務課 主幹 三浦　美輝 1 1 1 1 1

○ 総務課 主幹 長坂　國男 1 1 1 1 1

総務課 課長補佐 小笹　衛 1 1

総務課 課長補佐 田中　章夫 1 1 1

総務課 副主幹 宇都宮　洋 1 1 1

総務課契約管財係 主 査 山本　慶太 1 1 1 1 1

総務課総務係 技能長 伊藤　ひとみ 1 1

総務課職員係 技能長 曽根　奈津子 1 1

総務課職員係 主 事 鶴岡　沙樹 1 1 1

総務課総務係 係長 中川　祐美 1 1

総務課総務係 主 事 小林　由樹子 1 1

総務課総務係 主 事 丸井　良子 1 1

総務課職員係 主 査 財家　淳子 1 1

総務課総務係 主 事 田中　雄大 1 1

総務課契約管財係 係長 安達　康 1 1 1

総務課契約管財係 技能長 安田　剛志 1 1 1

9 8 4 4 0 12 5 9 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員

上下⽔道広報班（風⽔害時：庶務班）　　経営企画課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 経営企画課 次長兼課長 木下　淳 1 1 1 1

○ 経営企画課 主幹 伊藤　稔 1 1 1 1 1

経営企画課 課長補佐 玉城　誉己 1 1 1 1 1

経営企画課 課長補佐 富永　武志 1 1 1 1 1

経営企画課経営計画係 係長 小川　智司 1 1 1 1

経営企画課経営計画係 主 事 小谷　智哉 1 1 1

経営企画課経営計画係 ― 黒木　綾香 1 1

経営企画課広報係 係長 山田　栗子 1 1 1 1

経営企画課広報係 主 査 播磨　純一郎 1 1

経営企画課広報係 主 査 西口　孝之 1 1

経営企画課情報システム係 係長 池田　康則 1 1 1 1 1

経営企画課情報システム係 主 査 小林　慶行 1 1 1

経営企画課情報システム係 主 査 中山　泰 1 1 1

経営企画課情報システム係 主 事 宮下　賢治 1 1

経営企画課経理係 係長 鳥成　一也 1 1 1 1

経営企画課経理係 主 査 川口　有希子 1 1

経営企画課経理係 技能主任 福永　久美 1 1

経営企画課経理係 主任 浅井　勇生 1 1 1

経営企画課 ― 山崎　政敏 1 1 1

10 9 8 8 16 3 9

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員
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給⽔班（風⽔害時：庶務班）　　窓口課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

○ 窓口課 課長 蓮池　勝 1 1 1

窓口課 主幹 別所　隆 1 1 1 1 1

窓口課 課長補佐 迫田　孝二 1 1 1 1 1

窓口課 課長補佐 甲斐　新一 1 1 1 1 1

窓口課 副主幹 横山　敬三 1 1

窓口課営業係 主 査 柴田　輝彦 1 1 1 1 1

窓口課営業係 主 査 東田　晶 1 1

窓口課営業係 技能長 松本　秀純 1 1 1 1 1

窓口課営業係 主 事 伊藤　真一 1 1 1 1 1

窓口課営業係 ― 髙坂　永梨香 1 1

窓口課料金係 係長 川瀬　貴隆 1 1 1 1

窓口課料金係 主 査 岡本　秀樹 1 1

窓口課料金係 主 査 安居　一樹 1 1 1

窓口課料金係 主 査 入江　文子 1 1

窓口課料金係 技能長 寺倉　理恵 1 1

窓口課料金係 ― 大西　風花 1 1

窓口課料金係 ― 南　弥生 1 1

窓口課収納係 係長 阿部　彰仁 1 1 1 1 1

窓口課収納係 主 査 田中　千鶴 1 1

窓口課収納係 主 査 河村　晶子 1 1

窓口課収納係 主 査 町頭　磨 1 1

窓口課収納係 ― 辻本　颯太 1 1 1

窓口課収納係 ― 斎ケ原　勝則 1 1

10 13 8 9 0 14 9 9 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員

給⽔班（風⽔害時：庶務班）　　給排⽔サービス課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 給排水サービス課 センター長兼課長 松井　聰知 1 1 1 1

給排水サービス課 課長補佐 前田　恒治 1 1 1 1 1

給排水サービス課 課長補佐 眞砂　智裕 1 1 1

給排水サービス課管理係 係 長 山口　領一 1 1 1

給排水サービス課管理係 主 査 来治　基晴 1 1 1

給排水サービス課管理係 主 査 大山　裕史 1 1 1 1 1

給排水サービス課管理係 主 査 藤分　志保 1 1 1 1 1

給排水サービス課管理係 主 事 金田　真 1 1 1

給排水サービス課管理係 主 事 井上　淳 1 1 1 1

給排水サービス課管理係 技能主任 田中　ひさ美 1 1 1

給排水サービス課管理係 ― 中岸　慎司 1 1

給排水サービス課工事係 係 長 松下　進 1 1

給排水サービス課工事係 技能長 古川　保美 1 1 1

給排水サービス課工事係 主 事 柿谷　真吾 1 1 1 1 1

給排水サービス課工事係 ― 村井　義数 1 1

給排水サービス課工事係 ― 川畑　幸雄 1 1 1

給排水サービス課サービス係 係 長 久家　正照 1 1 1 1 1

給排水サービス課サービス係 主 査 上田　隆雄 1 1 1 1 1

給排水サービス課サービス係 主 査 阿賀　誠二 1 1 1 1

給排水サービス課サービス係 技能主任 河野　富裕 1 1

13 7 8 11 11 9 12

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員

⽔源班　　浄⽔課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 浄水課 課長 稲葉　博則 1 1 1

浄水課 課長補佐 砂川　裕子 1 1 1

○ 浄水課 課長補佐 宮本　忠幸 1 1 1

浄水課 主 事 鷹野　義浩 1 1

浄水課水質係 ― 三宅　亘 1 1

浄水課浄水係 係長 朝野　友之 1 1

浄水課浄水係 主 査 田辺　正美 1 1 1

浄水課浄水係 主 査 阪下　直樹 1 1

浄水課浄水係 主 査 松浦　裕二 1 1 1

浄水課浄水係 主 査 竹田　伊夫 1 1 1

浄水課浄水係 主 査 百武　宏平 1 1 1

浄水課設備係 主 査 阪本　知明 1 1 1

浄水課水質係 係長 内田　一也 1 1 1

浄水課水質係 主 査 柳　和裕 1 1

浄水課水質係 主 査 久場　由桂利 1 1

浄水課水質係 主 査 大里　友香子 1 1

7 9 0 0 0 10 6 7 2 0

部付

職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動

要員

避難所

開設要員
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⽔道復旧班（風⽔害時：調査班）　　⽔道建設課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

技術部 次長 牟田　義次 1 1 1

○ 水道建設課 課長 森山　祐則 1 1 1

水道建設課 課長補佐 中川　裕義 1 1 1

水道建設課 副主幹 馬場　浩二 1 1

水道建設課 副主幹 池永　正文 1 1 1

水道建設課水道計画係 主 査 坂本　岳秀 1 1

水道建設課水道計画係 主 査 竹本　里桂 1 1

水道建設課水道計画係 主 事 立花　心 1 1

水道建設課水道建設係 係長 西沢　好則 1 1 1

水道建設課水道建設係 主 査 橘　武士 1 1

水道建設課水道建設係 主 査 森田　信 1 1 1

水道建設課水道建設係 主 査 谷口　直生 1 1

水道建設課水道建設係 技能長 近藤　真志 1 1

水道建設課水道建設係 主 事 中井　香 1 1 1

水道建設課水道建設係 ― 康富　一輝 1 1

水道建設課水道建設係 ― 木田　裕介 1 1 1

水道建設課水道建設係 ― 村瀬　元 1 1 1

水道建設課水道建設係 ― 森　梨菜 1 1 1

10 8 0 0 0 16 2 10 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員

⽔道復旧班（風⽔害時：調査班）　　⽔道維持課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 水道維持課 課長 西田　和彦 1 1 1 1

水道維持課 課長補佐 橋本　淳志 1 1 1 1 1 1

水道維持課 副主幹 小山　隆 1 1

水道維持課 副主幹 茨木　一雄 1 1 1

水道維持課修繕係 主 査 栗山　晋 1 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 山田　利幸 1 1

水道維持課管理係 ― 松田　彪偉 1 1 1

水道維持課修繕係 ― 長井　一樹 1 1 1

水道維持課計画係 係長 岩渕　成吾 1 1 1 1 1

水道維持課計画係 主 査 竹内　雅子 1 1

水道維持課計画係 主査 山中　伸一 1 1

水道維持課計画係 ― 池上　聡宣 1 1 1

水道維持課計画係 ― 金原　諒 1 1 1

水道維持課管理係 主 査 嶺　太勝 1 1

水道維持課修繕係 係長 西山　賢治 1 1 1

水道維持課修繕係 主 査 井戸木　春樹 1 1

水道維持課管理係 主 査 永蔵　幹哉 1 1 1

水道維持課修繕係 主査 堀　和雄 1 1

水道維持課修繕係 技能長 野間　陽一 1 1

水道維持課修繕係 技能長 溝口　秀俊 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 林　宗則 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 滝井　真一郎 1 1

水道維持課修繕係 技能長 東本　浩 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 谷口　浩司 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 松葉佐　勝己 1 1

水道維持課修繕係 技能長 東　剛志 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 森　智秀 1 1

水道維持課修繕係 技能長 西川　英男 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 矢野　章吾 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 竹原　裕亮 1 1 1

水道維持課修繕係 技能長 向井　克英 1 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 坂口　実 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 齋藤　政樹 1 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 堀田　怜人 1 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 早田　耕士 1 1 1

水道維持課修繕係 技能主任 梅村　喜行 1 1 1

24 12 3 3 0 36 0 23 0 1

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員
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下⽔道管きょ班（風⽔害時：調査班）　　下⽔道建設課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 下水道建設課 次長兼課長 細川　重久 1 1 1 1

下水道建設課 主幹 三原　健一路 1 1 1 1 1

下水道建設課 課長補佐 上村　隆雄 1 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道計画係 係長 木村　瑛 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道計画係 主 査 杉田　芙紗子 1 1

下水道建設課下水道計画係 主 査 中島　広伸 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 係長 大槻　裕樹 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 主 査 黒瀬　智彦 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 主 査 伊藤　隼一 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 主 査 田上　賀子 1 1

下水道建設課下水道建設係 主 事 山品　文人 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 主 事 佐々木　翔伍 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 ― 土井　健資 1 1 1 1 1

下水道建設課下水道建設係 ― 岸本　健一 1 1 1 1 1

10 4 12 12 0 12 2 9 0 1

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員

下⽔道管きょ班（風⽔害時：調査班）　　下⽔道管理課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

○ 下水道管理課 課長 安藤　和己 1 1 1 1

下水道管理課 課長補佐 山田　哲也 1 1 1 1

下水道管理課管理係 係長 斉藤　彰一 1 1 1 1

下水道管理課管理係 主 査 来治　雅敏 1 1 1 1

下水道管理課管理係 主 査 妹尾　博之 1 1 1 1

下水道管理課管理係 主 査 阪口　真一 1 1 1 1

下水道管理課管理係 主 査 石橋　克敏 1 1 1 1

下水道管理課管理係 主 査 赤木　達也 1 1 1 1

下水道管理課管理係 ― 中井　正二 1 1 1 1

下水道管理課改良係 係長 永田　浩一 1 1 1 1

下水道管理課改良係 主 査 阿久根　健 1 1 1 1

下水道管理課改良係 主 査 江草　勇 1 1 1 1

下水道管理課改良係 主査 波々伯部　資 1 1 1 1 1

下水道管理課改良係 主 査 撰　英樹 1 1 1 1

下水道管理課改良係 技能長 長岡　吉成 1 1 1 1 1

下水道管理課改良係 技能長 小橋　俊博 1 1 1 1

下水道管理課改良係 技能主任 菊地　和芝 1 1 1 1

下水道管理課改良係 ― 北村　侑大 1 1 1 1 1

4 14 18 18 0 14 4 3 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員
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下⽔道施設班（風⽔害時：下⽔道施設班）　　下⽔道施設課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 下水道施設課 課長 細井　健司 1 1 1 1 1

下水道施設課 主幹 安好　明男 1 1 1 1

○ 下水道施設課 主幹 宮林　健治 1 1 1 1

下水道施設課 副主幹 武田　秀二 1 1 1 1 1

下水道施設課 副主幹 牧添　兼人 1 1 1 1

下水道施設課 副主幹 印藤　淳二 1 1 1 1

下水道施設課 副主幹 濱　壱憲 1 1 1 1

下水道施設課管理係 係長 野沢　直也 1 1 1 1
下水道施設課管理係 主 査 保田　幸三 1 1 1 1

下水道施設課管理係 主 査 廉隅　大起 1 1 1 1 1

下水道施設課管理係 主 事 上山　勲 1 1 1 1

下水道施設課管理係 ― 米倉　翔 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 係長 佐藤　弘明 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 主 査 冨島　 崇公 1 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 主 査 山田　 尚司 1 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 主 査 西本　竹広 1 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 主 事 北川　真吾 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 主 事 中村　光晴 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 ― 藤田　一優 1 1 1 1 1

下水道施設課処理場係 ― 山地　健 1 1 1 1 1
下水道施設課処理場係 ― 蜷木　健三 1 1 1 1

下水道施設課水質係 係長 藤井　茂太 1 1 1 1 1

下水道施設課水質係 主 査 井上 　慧 1 1 1 1

下水道施設課水質係 主 査 巨勢　茂樹 1 1 1 1

下水道施設課水質係 ― 松浦　祥之 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 係長 平岡　佑介 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 査 中植　俊夫 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 査 中川　卓也 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 事 本多　圭 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 事 平川　展州 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 事 廣政　勇貴 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 事 大角　拓也 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 主 事 糸井　瑞樹 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 ― 西村　一輝 1 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 ― 百田　和正 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 ― 河村　多章 1 1 1 1

下水道施設課ポンプ場係 ― 南口　恭利 1 1 1 1

15 22 37 37 0 33 4 15 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員
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下⽔道原田処理場班（風⽔害時：下⽔道原田処理場班）　　猪名川流域下⽔道事務所建設課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

○ 猪名川流域下水道事務所建設課 課長 中島　章之 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課 課長補佐 萩原　徹 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課 課長補佐 佐藤　晃一 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課建設係 主 査 平田　暁彦 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課建設係 主 事 藤田　聖 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 係長 河本　武扶満 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 査 永原　篤志 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 査 原　武史 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 査 市川　貴章 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 査 福安　慎也 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 事 細見　暁 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所建設課設備係 主 事 樫原　盛英 1 1 1 1 1

8 4 12 12 12 8

部付

職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動

要員

避難所

開設要員

下⽔道原田処理場班（風⽔害時：下⽔道原田処理場班）　　猪名川流域下⽔道事務所維持課

所属 役職 １号 ２号 ３号 A１号 A２号 B号 災対 平常

◎ 猪名川流域下水道事務所維持課 所長兼課長 大橋　貴 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 課長補佐 中野　憲一 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 課長補佐 谷　勝哉 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 副主幹 宮本　知也 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 副主幹 竹内　太郎 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 副主幹 米田　秀彦 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 副主幹 矢野　雅英 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課 副主幹 岩間　元 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 係長 山田　勉 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 査 森　信雄 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 査 清原　崇宏 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 査 大宮　健司 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 査 小林　和人 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 事 川崎　史曜 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 主 事 潟山　正樹 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 ― 江口　広美 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 ― 蟻正　信行 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課管理係 ― 福井　英俊 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課１・２系保全係 主 査 寺本　剛志 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課１・２系保全係 主 査 日根　遼太郎 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課１・２系保全係 主 事 佐野　充紘 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課１・２系保全係 主 事 西尾　太一 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 係長 阪口　潤一 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 査 飯髙　大介 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 査 狹　敏基 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 事 三好　喬弘 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 事 松尾　直政 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 事 松本　乃毅 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 主 事 黒地　孝 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 - 西野　海吏 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課３系保全係 ― 荻野　裕貴 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課水質係 主 査 遠山　佳幸 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課水質係 主 事 前田　信也 1 1 1 1 1

猪名川流域下水道事務所維持課水質係 ― 北裏　剛士 1 1 1 1

18 16 31 34 0 31 3 18 0 0

部付
職員

班　⻑◎

副班⻑○

平常時
氏名

地震区分 風水害区分 配備体制 初動
要員

避難所
開設要員
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災害時給水拠点一覧 

 

 

 

 

 

 

施設名 所在地 緊急時貯水量 備考

柴原配水場 豊中市待兼山町741-1 3,500㎥

野畑配水場 豊中市西緑丘2-198-5 7,448㎥

緑丘配水場 豊中市緑丘3-104-3 5,250㎥

柿ノ木受・配水場 豊中市新千里北町2-46-3 5,543㎥

新田配水場 豊中市上新田4-66-1 2,637㎥

寺内配水場 豊中市東寺内町127 13,948㎥

桜の町公園 豊中市桜の町2-5 800㎥

熊野田公園 豊中市旭丘2 100㎥ 飲料水兼用耐震性貯水槽

豊南小学校 豊中市豊南町西2-19-1 100㎥ 飲料水兼用耐震性貯水槽

野田小学校 豊中市野田町1-1 100㎥
飲料水兼用耐震性貯水槽
令和４年度末閉校予定

島田小学校 豊中市庄内栄町2-20-1 100㎥
飲料水兼用耐震性貯水槽
令和４年度末閉校予定
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応急給水所一覧 

No 施設名
応急給水に使用する

消火栓番号
応急給水に使用する
消火栓の設置場所

給水方式
飲み水栓の

設置
仮設タンクの

配備

1 泉丘小学校 私設消火栓 学校敷地内 高架水槽 あり

2 上野小学校 B0756 車道 受水槽 あり

3 大池小学校 A0995 歩道 高架水槽 あり

4 小曽根小学校 M0154 学校敷地内 高架水槽 なし（R4予）

5 北丘小学校 F0062 歩道 直圧 なし（R7予）

6 北条小学校 E0594 歩道 受水槽 あり

7 北緑丘小学校 仮設タンク － 受水槽 なし（R4予）

8 熊野田小学校 B0180 歩道 高架水槽 あり

9 克明小学校 C0002 車道 受水槽 なし（R4予）

10 桜井谷小学校 Y0480 車道 受水槽 あり

11 桜井谷東小学校 A0734 車道 直圧 あり

12 桜塚小学校 Y0131 車道 受水槽 あり

13 庄内西小学校 E0435 車道 直圧 なし（－）

14 庄内南小学校 E0632 車道 受水槽 なし（－）

15 新田小学校 B0267 学校敷地内 受水槽 あり

16 新田南小学校 B0152 歩道 高架水槽 あり

17 千成小学校 E0487 車道 受水槽 なし（－）

18 高川小学校 E0189 車道 高架水槽 なし（R5予）

19 豊島小学校 C0183 車道 直圧 なし（R6予）

20 豊島北小学校 C0604 車道 高架水槽 あり

21 豊島西小学校 C0656 学校敷地内 直圧 なし（R6予）

22 寺内小学校 D0414 歩道 受水槽 あり

23 東豊台小学校 B0317 歩道 直圧 あり

24 刀根山小学校 Y0458 歩道 高架水槽 あり

25 中豊島小学校 D0205 車道 受水槽 あり

26 西丘小学校 F0139 学校敷地内 直圧 なし（R5予）

27 野畑小学校 A0829 歩道 高架水槽 あり

28 原田小学校 C0441 車道 直圧 なし（R6予）

29 東泉丘小学校 D0453 歩道 高架水槽 あり

30 東丘小学校 F0389 学校敷地内 直圧 なし（R6予）

31 東豊中小学校 B0821 歩道 受水槽 あり

32 蛍池小学校 A0633 車道 受水槽 あり

33 南丘小学校 F0394 学校敷地内 直圧 なし（R5予）

34 南桜塚小学校 D0469 車道 直圧 なし（R5予）

35 箕輪小学校 Y0454 学校敷地内 高架水槽 あり

36 緑地小学校 D0194 車道 受水槽 あり

37 第一中学校 C0132 学校敷地内 直圧

38 第二中学校 Y0434 学校敷地内 受水槽

39 第三中学校 B0885 学校敷地内 高架水槽

40 第四中学校 D0449 学校敷地内 直圧

41 第五中学校 A0439 車道 直圧

43 第六中学校（閉校・工事中） M0166 車道 高架水槽

43 第七中学校 M0183 歩道 受水槽

44 第八中学校 F0087 車道 直圧

45 第九中学校 F0349 歩道 受水槽

46 第十一中学校 B0632 車道 高架水槽

47 第十二中学校 E0705 歩道 高架水槽

48 第十三中学校 A0707 歩道 受水槽

49 第十四中学校 Y0466 学校敷地内 受水槽

50 第十五中学校 B0377 歩道 受水槽

51 第十六中学校 E0735 車道 直圧

52 第十七中学校 D0653 歩道 高架水槽

53 第十八中学校 A0845 車道 直圧

54 大阪大学 私設消火栓 学校敷地内 受水槽

55 桜塚高校 D0035 車道 直圧

56 刀根山高校 A0575 車道 受水槽

57 豊中高校 A0263 車道 受水槽

58 豊島高校 B0325 歩道 受水槽

59 利倉西センター C0653 敷地内 直圧

60 千里体育館 排0074 敷地内 受水槽

豊南小学校 対象外

庄内小学校（R4閉校） 対象外

野田小学校（R4閉校） 対象外

島田小学校（R4閉校） 対象外

少路小学校 対象外

庄内さくら学園（R5開校） 対象外

※応急給水に使用する消火栓は、学校内もしくは学校付近に設置されている消火栓を応急給水所として位置付けている。

※小・中学校において、避難所が開設された場合、黄色表示の学校等については停電時でも給水可（直圧水栓、飲み水栓等）。
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重要給水施設一覧 

 

 

 

施設種別 施設名 住所 給水方式 備考

豊中市役所（第一・第二庁舎） 中桜塚3-1-1 受水槽

豊中市上下水道局庁舎 北桜塚4-11-18 増圧

豊中市消防局庁舎 岡上の町1-8-24 直圧

豊中南消防署 庄内幸町5-7-1 直圧

市立豊中病院 柴原町4-14-1 受水槽 市災害医療センター

（一財）豊中市医療保健センター 上野坂2-6-1 直圧

豊中市保健所 中桜塚4-11-1 直結

庄内保健センター 島江町1-3-14-101 受水槽

大曽公園 北桜塚4丁目地内

大阪大学待兼山地区 待兼山町地内

服部緑地公園地区 服部緑地地内

野田中央公園 野田町9

医療法人蔵春堂小西病院 曽根東町2-9-14 受水槽

社会医療法人北斗会さわ病院 城山町1-9-1 受水槽

医療法人豊済会小曽根病院 豊南町東2-6-4 受水槽

社会医療法人純幸会関西メディカル病院 新千里西町1-1-7 受水槽 透析医療機関

財団法人大阪脳神経外科病院 庄内宝町2-6-23 受水槽

医療法人善正会上田病院 庄内幸町4-28-12 受水槽

医療法人篤友会千里山病院 東寺内町5-25 受水槽

医療法人若葉会豊中若葉会病院 東豊中町5-13-8 受水槽 透析医療機関

医療法人彩樹豊中敬仁会病院 少路1-8-12 受水槽 透析医療機関

医療法人時実クリニック 新千里西町3-3-6 直圧

医療法人彩樹豊中けいじん会クリニック 少路2-8-3 受水槽

大瀬戸内科 少路1-2-2 直圧

医療法人虹緑会岸田クリニック 本町5-6-3 直圧

医療法人坂口クリニック 末広町3-16-3 直圧

医療法人南谷継風会南谷クリニック 岡町北1-2-4 受水槽
医療法人曽根会曽根病院 曽根東町3-2-18 受水槽
社会医療法人純幸会
関西メディカル病院附属
豊中渡辺クリニック

服部西町3-1-8 受水槽

医療法人高橋クリニック 庄内西町1-1-6 受水槽

防災活動拠点

広域避難場所

災害医療協力病院

透析医療機関
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上下水道局保有資機材（給排水サービス課） 

 

  

種別 機材・備品名称 数量 単位 備考（保管場所等）

消火栓スタンド 71 本 応急給水所60+災害時給水拠点11

応急給水栓 60 本 応急給水所60

給水袋（6ℓ） 18,000 袋

カラーコーン 600 個 10個/箇所　応急給水所60

安全バー 600 本 10本/箇所　応急給水所60

バルブキー 71 本 応急給水所60+災害時給水拠点11

バルブキーハンドル 71 本 応急給水所60+災害時給水拠点11

仮設用給水タンク（1ｔ） 37 台 小学校毎に保管するとして

懐中電灯+ランタン 60 個 夜間用

消火栓ホース（3m） 60 本 応急給水所洗浄用

応急給水所用タープ
（2.0×2.0）

60 基 雨天時使用

給水袋置用台
（W1.0ｍ×D0.5ｍ）程度

60 台 衛生面の配慮

応
急
給
水

追加
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上下水道局保有資機材（水道維持課） 

 

  

（1）車両

トラック バックホウ

保有数量 保有数量

4 1

（2）機材類

発電機 投光器 鉄管切断機（エンジンカッター） 鉄管切断機（手動式）

保有個数 保有個数 保有個数 保有個数

8 6 3 13

（3）管類

直管(75㎜) 直管(100㎜) 直管(150㎜) 直管(200㎜) 直管(250㎜) 直管(300㎜) 直管(300㎜超) 異形管(75㎜) 異形管(100㎜) 異形管(150㎜) 異形管(200㎜) 異形管(250㎜) 異形管(300㎜) 異形管(300㎜超) ソフトシール仕切弁（フランジ形）

保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数

1 2 7 3 0 0 1 3 11 10 5 11 0 5 12

直管(75㎜) 直管(100㎜) 直管(150㎜) 直管(200㎜) 直管(250㎜) 直管(300㎜) 直管(300㎜超) 異形管(75㎜) 異形管(100㎜) 異形管(150㎜) 異形管(200㎜) 異形管(250㎜) 異形管(300㎜) 異形管(300㎜超)フランジレスソフトシール仕切弁

保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数

0 1 1 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 0

直管 (13〜50㎜） 直管(75㎜) 直管(100㎜) 直管(125㎜) 直管(150㎜) 直管(200㎜) 直管(250㎜) 直管(300㎜) 継手類（HI-TS）

保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数 保有個数

165 0 0 0 0 0 0 0 1714

管　　　類　（　塩　ビ　管　）

管　　　類　(　ダ　ク　タ　イ　ル　鋳　鉄　管 /　A形・K形・S形・T形・フランジ形　　)

管　　　類　(　ダ　ク　タ　イ　ル　鋳　鉄　管 /　NS形・GX形　　)
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上下水道局保有資機材（下水道管理課） 

分類 機材機器名 資機材名 数量 単位 備考（保管場所）

ﾚﾍﾞﾙ レベル 1 台 5F更衣室

ｽﾀｯﾌ スタッフ 2 台
5F更衣　　2台

2F倉庫　　4台

ﾎﾟｰﾙ ポール 13 台
各車両　　2本

2F倉庫　11本

車両（２本）
巻尺 巻尺 4 個

各車両　2個

5F建設課事務室　2個

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ デジタルカメラ 7 台
5F管理課事務室　5台

5F建設課事務室　2台

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ ビデオカメラ 1 台 5F管理課事務室

黒板+ﾁｮｰｸ(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞを含む) 黒板＋チョーク（ホワイトボードを含む） 2 セット
5F更衣室　1セット

5F建設課事務室1セット

ﾊﾟｰｿﾅﾙ無線(ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ) パーソナル無線（トランシーバー） 5 セット 5F管理課事務室

懐中電灯 懐中電灯 9 個
各車両　5個

5F建設課事務室　4個

充電式スタンドライト 充電式スタンドライト 2 台 5F更衣室

発電機 100V 二相2線式 発電機　１００Ｖ　二相２線式 1 台 ガレージ横資材置場

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径40 水中ポンプ　口径４０ 1 台 ガレージ横資材置場

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50 水中ポンプ　口径５０ 2 台 ガレージ横資材置場

ホース（水中ポンプ用）　口径40 ホース（水中ポンプ用）　口径４０ 10 ｍ ガレージ横資材置場

ホース（水中ポンプ用）　口径50 ホース（水中ポンプ用）　口径５０ 10 ｍ ガレージ横資材置場

エンジンポンプ エンジンポンプ 1 台 ガレージ横資材置場

ホース（サニーホース）口径80 ホース（サニーホース）口径８０ 50 ｍ ガレージ横資材置場

〃 〃 25 ｍ ガレージ横資材置場

〃 〃 15 ｍ ガレージ横資材置場

〃 〃 10 ｍ ガレージ横資材置場

管内調査用TVカメラ　本管用 管内調査用ＴＶカメラ　本管用 1 台 5F更衣室

　　〃　　取付管用（簡易なタイプを含む） 　　〃　　取付管用（簡易なタイプを含む） 4 台 5F更衣室

高速切断機 高速切断機 1 台 原田処理場

幅狭プレート（転圧機) 幅狭プレート（転圧機） 2 台 車両

電動ハンマー 電動ハンマー 3 台
ガレージ横資材置場2台

原田処理場　　1台

電動ジクソー 電動ジクソー 1 台 ガレージ横資材置場

電動ドライバドリル 電動ドライバドリル 1 台 ガレージ横資材置場

溶接機 溶接機 1 台 原田処理場

吸入用風管 吸入用風管 2 本 ガレージ横倉庫

通風機（排気（送気）装置） 通風機（排気（送気）装置） 2 台 ガレージ横倉庫

はしご はしご 2 本 ガレージ横倉庫

命綱 命綱 5 本
ガレージ横資材置場3本

5F建設課事務室　2本

複合型ガス検知器 複合型ガス検知器 1 台 5F管理課事務室

酸素濃度計 酸素濃度計 2 個
5F管理課事務室　１個

5F建設課事務室　1個

金属探知機 金属探知機 1 台 5F更衣室

カラーコーン カラーコーン 12 個 各車両3個×4台

スコップ スコップ 12 本
各車両　1本×9本

原田処理場　3本

土のう袋 土のう袋 100 袋 ガレージ横資材置場

常温アスファルト 常温アスファルト 25 袋 ガレージ横資材置場

保
安
機
材

測
量
器
具

記
録
連
絡
器
具

照
明
排
水
機
材

管
調
査

管
・
マ
ン
ホ
ー

ル
使
用
機
材
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上下水道局保有車両一覧 

 

  

所　属 普通車 軽自動車 軽バン 軽トラック 小型トラック 軽ダンプ 小型ダンプ 普通ダンプ 大型特殊 特殊清掃車 特殊給水車 合　計

経営部　総務課 2 1 1 2 6

経営部　経営企画課 0

経営部　お客さまセンター　窓口課 3 3

経営部　お客さまセンター　給排水サービス課 5 5

技術部　水道建設課 4 4

技術部　浄水課 1 3 1 5

技術部　水道維持課 2 4 6 4 16

技術部　下水道建設課 4 4

技術部　下水道管理課 4 2 1 7

技術部　下水道施設課 2 4 6

猪名川流域下水道事務所　建設課 1 1

猪名川流域下水道事務所　維持課 1 1 2 1 1 1 1 1 9

合　計 5 4 32 8 6 1 5 1 1 1 2 66
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所属 車種 所有者 備考

総務課 大阪 503 む 9963 普通車 リース

総務課 大阪 581 ぬ 6953 軽自動車 リース

総務課 大阪 303 ね 2003 普通車 リース

総務課 大阪 480 ま 719 軽バン リース

総務課 大阪 800 せ 6997 特種給水車 局 タンク1.7ｔ

総務課 大阪 800 せ 6998 特種給水車 局 タンク1.7ｔ

窓口課 大阪 480 の 4579 軽バン リース

窓口課 大阪 480 ふ 4073 軽バン リース

窓口課 大阪 480 ま 717 軽バン リース

給排水サービス課 大阪 480 の 4577 軽バン リース

給排水サービス課 大阪 480 の 4578 軽バン リース

給排水サービス課 大阪 480 の 4580 軽バン リース

給排水サービス課 大阪 480 ふ 4072 軽バン リース

給排水サービス課 大阪 480 ま 718 軽バン リース

水道建設課 大阪 480 ふ 6096 軽バン リース

水道建設課 大阪 480 ふ 6097 軽バン リース

水道建設課 大阪 480 ま 721 軽バン リース

水道建設課 大阪 480 み 223 軽バン リース

浄水課 大阪 480 ふ 6099 軽バン リース

浄水課 大阪 480 ふ 6100 軽バン リース

浄水課 大阪 504 と 211 普通車 リース

浄水課 大阪 480 ま 716 軽トラック リース

浄水課 大阪 480 み 224 軽バン リース

水道維持課 大阪 400 め 3024 小型トラック リース R4.6リース更新

水道維持課 大阪 400 め 3061 小型ダンプ リース R4.6リース更新

水道維持課 大阪 400 ほ 8028 小型ダンプ リース

水道維持課 大阪 400 ほ 6190 小型トラック リース

水道維持課 大阪 480 の 8286 軽トラック リース

水道維持課 大阪 480 の 8287 軽トラック リース

水道維持課 大阪 400 み 806 小型トラック リース

水道維持課 大阪 480 は 8243 軽トラック リース

水道維持課 大阪 400 み 2725 小型トラック リース

水道維持課 大阪 400 み 3310 小型トラック リース

水道維持課 大阪 480 ふ 632 軽トラック リース

水道維持課 大阪 480 ふ 6098 軽バン リース

水道維持課 大阪 400 む 1328 小型ダンプ リース

水道維持課 大阪 400 む 5115 小型トラック リース

車両番号
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所属 車種 所有者 備考

水道維持課 大阪 480 ま 720 軽バン リース

水道維持課 大阪 400 む 7251 小型ダンプ リース

下水道建設課 大阪 480 ふ 6265 軽バン リース

下水道建設課 大阪 480 ふ 6266 軽バン リース

下水道建設課 大阪 480 ふ 6267 軽バン リース

下水道建設課 大阪 480 ふ 6268 軽バン リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 6261 軽バン リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 6262 軽バン リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 6263 軽バン リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 6264 軽バン リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 6271 軽トラック リース

下水道管理課 大阪 480 ふ 7260 軽トラック リース

下水道管理課 大阪 400 む 5658 小型ダンプ リース

下水道施設課 大阪 480 は 4374 軽バン リース

下水道施設課 大阪 480 は 4375 軽バン リース

下水道施設課 大阪 480 は 4376 軽バン リース

下水道施設課 大阪 581 ま 7279 軽自動車 リース

下水道施設課 大阪 480 ひ 9712 軽バン リース

下水道施設課 大阪 582 き 397 軽自動車 リース

猪名川流域下水道事務所　建設課 大阪 504 と 737 普通車 リース

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 480 み 1763 軽バン リース R4.7リース更新

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 480 の 8288 軽トラック リース

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 480 は 4379 軽ダンプ リース

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 581 も 7881 軽自動車 リース

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 480 ほ 8773 軽バン リース

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 301 ね 44 普通車 局

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 100 せ 3218 普通ダンプ 局

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 800 す 9384 特種清掃車 局

猪名川流域下水道事務所　維持課 大阪 00 ゆ 1616 大型特殊 局 ショベルローダー

車両番号
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気象情報等収集ツール（風水害） 

 

 

区分 システム名、URL ID PW 備考

気象庁HP
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

- -

レーダー・降水ナウキャスト
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

- -

解析雨量・降水短時間予報
https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/index.html

- -

洪水警報の危険度分布
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

- -

豊中市の防災情報
https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=class20s&are
a_code=2720300

- -

流域雨量指数
https://www.jma.go.jp/bosai/floodindex/#area_type=class20s&area_cod
e=2720300

- -

日本気象協会
tenki.jp
https://tenki.jp/

- -

川の防災情報
https://www.river.go.jp/portal/?region=86&contents=multi

- -

防災情報提供センター
http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

- -

ＸＲＡＩＮ雨量情報
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rd?zm=9&clat=34.8090677177514
25&clon=135.41473388671878&fld=0&mapType=0&viewGrpStg=0&view
Rd=1&viewRW=1&viewRiver=1&viewPoint=1&ext=0&rdtype=xrain&rdnu
m=1&rdopa=40

- -

近畿地方整備局河川担当事務所
https://www.kkr.mlit.go.jp/profile/soshiki_taisei/jimusholinks.html#kase
n

- -

おおさか防災ネット
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html

- -

大阪府洪水リスク表示図
http://www.river.pref.osaka.jp/

- -

河川防災情報（大阪府河川室）
http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/index.html

- -

豊中市水防情報
http://meci.kir.jp/toyonaka2015/

○ ○
ID・ﾊﾟｽ共通
toyonaka

豊中市水防観測システム
https://toyonaka-water.mec-bousai.info/

○ ○
ID・ﾊﾟｽ共通
toyonaka

豊中市雨量情報
https://toyonaka-rain.mec-bousai.info/

- -

気象庁

国土交通省

大阪府

気象工学研究所
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ため池ハザードマップ（箕輪池・南門前池、山所池） 
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ため池ハザードマップ（蛍池、豊洲池） 
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ため池ハザードマップ（三ツ池、二ノ切池） 
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厚生労働省健康局水道課 03-3595-2368 ○ 被害状況の報告等

国土交通省水管理・国土保全局下水道部 03-5253-8111 ○ 被害状況の報告等

国土交通省大阪国道工事事務所 06-6932-1421 ○ 被害状況の報告等

国土交通省高槻国道維持出張所 0726-71-5981 ○ 被害状況の報告等

大阪府災害対策本部 06-6944-6047 ○ 被害状況の報告等

大阪府健康医療部 06-6944-9181 ○ 被害状況の報告等

大阪府都市整備部下水道室事業課 06-6944-9310 ○ 被害状況の報告等

応援要請の調整

府域を超える場合は日水協へ応援要請

応援要請

職員１名の派遣

大阪府池田土木事務所 0727-52-4111

大阪府茨木土木事務所 0726-27-0653

大阪府北部公園事務所 06-6862-4946

大阪府府警本部交通規制課 06-6943-1234

大阪府豊中警察署 06-6849-1234 ○ 緊急通行標章の交付手続き

大阪府豊中南警察署 06-6334-1234

大阪管区気象台 06-6949-6303

豊中市災害対策本部（事務局） 06-6858-2086 ○ 管理者・両部長・本部付職員

市議会事務局 06-6858-2628 被害情報の提供

消防本部 06-6853-2345 ○ 断水情報の提供

都市基盤部土木総務室 06-6858-2345

都市基盤部道路管理課 06-6858-2368

原田学校給食センター 06-6843-9101～2

服部学校給食センター 06-6862-4334～5

市立豊中病院 06-6843-0101

豊中保健所 06-6152-7307

日本水道協会本部 03-3264-2496

府域を超える場合は応援要請

危機管理担当者より日水協担当者へ依頼

日本水道協会大阪府支部（豊中市） 06-6858-2911 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（吹田市） 06-6384-1251 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（高槻市） 072-674-7952 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（茨木市） 072-622-8121 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（箕面市） 072-723-2121 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（池田市） 072-754-6131 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（摂津市） 06-6383-1525 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（島本町） 075-962-6308 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（豊能町） 072-738-3311 ○ 相互連携と調整

日本水道協会北大阪ブロック市（能勢町） 072-734-2532 ○ 相互連携と調整

兵庫県尼崎市水道局 06-6489-7402 ○ 相互連携と調整

関係機関との情報連絡体制

06-6616-5400

市関係
機関等

水　道

事業体

日本水道協会関西地方支部（大阪市）

関係機関

国 ・府

大阪広域水道震災対策中央本部

北大阪ブロック本部（北部水道事業所）

○

上下水道局
の対応

日水協大阪

府支部の対
応

06-6944-6047

06-6875-2105

コメント

○

○

電話番号
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１．上下水道局関係

名　　称 最新版 作　　成

1 豊中市上下水道局危機管理対応指針 H.30.3. 総務課

2 事故もしくは災害初期活動に関する要領 H.30.3. 総務課

3 地震対応マニュアル H.26.3. 総務課

4 豊中市上下水道局水安全計画 H.30.4. 総務課

5 事故対応マニュアル（浄配水施設編） 浄水課

6 施設運転マニュアル（浄配水施設編） 浄水課

7 漏水事故対応マニュアル（第14版） R.4.4. 水道維持課

8 停電断水時応急給水マニュアル R.3.9. 給排水サービス課

9 豊中市上下水道局庄内下水処理場及びポンプ場ＢＣＰ【地震・水害編】 R.4.3. 下水道施設課

10 猪名川流域下水道事務所業務継続計画（地震災害編） H.29.4. 猪名川流域下水道事務所

11 猪名川流域下水道事務所災害対応業務マニュアル（地震災害編） H.30.4. 猪名川流域下水道事務所

12 風水害警戒体制における雨（風）当番について 年度ごと 都市基盤部、上下水道局

２．大阪府、豊中市関係

名　　称 最新版 作　　成

1 大阪府地域防災計画　【基本対策編】 R.4.1 大阪府防災会議

2 豊中市地域防災計画　【本編】、【資料編】 R.4.3 豊中市防災会議

3 豊中市業務継続計画 R.3.5 豊中市

4 豊中市災害対応マニュアル　【本編】、【参考資料】 R.3.5 危機管理課

5 豊中市危機管理対応方針 R.4.4 危機管理課

6 豊中市危機管理対策本部設置要綱 R.2.10 危機管理課

7 豊中市危機管理対策推進会議設置要綱 R.4.4 危機管理課

8 豊中市総合ハザードマップ【高潮・浸水・土砂災害】 R.3.11. 危機管理課

9 わが家の防災マップ　～いのちを守るために～　防災マニュアル R3.3. 危機管理課

10 避難情報の判断・伝達マニュアル R.4.6. 危機管理課

11 豊中市強靭化地域計画 R.4.3 豊中市

12 避難情報の判断・伝達マニュアル R.4.6 豊中市

３．その他

名　　称 最新版 作　　成

1 地震等緊急時対応の手引き R.2.4 日本水道協会

2 災害相互応援に関する協定 R.3. 日本水道協会関西地方支部

3 大阪広域水道震災対策相互応援協定 R.3.4 大阪府、大阪府広域水道企業団外28事業体

4 上水道事業相互応援に関する覚書 H.31.4 北大阪上水道協議会

5 下水道事業における災害時支援に関するルール R.2.12 日本下水道協会

6 下水道事業災害時近畿ブロック支援に関する申し合わせ R.2.1 日本下水道協会

7 災害時における復旧支援協力に関する協定 H.28.2 日本下水道管路管理業協会

8 災害時における応援に関する協定 H28.2 ヴェオリア・ジェネッツ㈱

9 災害時における水道施設の応急復旧支援に関する協定 R.1.7 ㈱光明製作所

10 災害時における水道施設の応急活動の支援に関する協定 R.2.2 大成機工㈱

関連マニュアル類・資料類一覧


