
巻末資料 7-1 

 

区域調書作成要領 

表紙 概況、位置図 

 

 

①箇所番号 

基礎調査予定箇所番号を記入する。 

②箇所名 

読み合わせ※後において決定した基礎調査予定箇所名を記入する。 

※参考資料10参照。 

③所在地 

土砂災害警戒区域等の所在地を記入する。（大字まで記入） 

なお、市町をまたぐ場合は、面積の大きい大字から順に記入する。 

④調査期間 

土木事務所名を記入する。 

⑤位置図 

左側1/200,000、右側1/25,000の地形図に調査箇所の位置を赤丸で示す。 

（左右の位置図が同一箇所を示しているか確認する。） 

各地形図に、スケールバー・方位を記載する。 

  

① 
②

③
④

⑤ ⑤ 
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急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書
様式１－１　　告示履歴等 調査年度

箇所番号 箇 所 名

告示履歴 土砂災害警戒区域等の重複

告示年月 告示番号 指定・解除 理由 箇所番号 箇所名 公示年月

基礎調査履歴

回数 調査年月

1 2022-12

急傾斜地崩壊危険区域
指定年月日 告示番号 区域名称

急傾斜地崩壊危険箇所
危険箇所番号 箇所名 種類 斜面区分

砂防基盤図
空中写真撮影年度

図化年度

種　　類
図面縮尺

新規・修正の区分

準拠ガイドライン名

2022

急 傾 斜 地 の 位 置 Ⅰ-011K2005-1 亥鼻6 所在地 千葉市中央区矢作町

自然現象の種類 種　類

千葉県砂防基盤図(DM,TIN,オルソフォト)

理由

基礎調査業務として

2500
新規
土砂災害防止法に使用する数値地図作成ガイドライン（案）第8版

2020
2021

様式１－１ 告示履歴等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①告示履歴 

既に告示されている場合に、その内容（告示年月、告示番号、指定・解除の状況、理由）について記

入する。（見直し調査、繰返し調査のみ該当） 

②基礎調査履歴 

基礎調査の実施履歴について、回数、調査年月、理由を記入する。調査年月については業務完了年月

とする。 

③急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地崩壊危険区域の指定状況について、指定年月日、告示番号、区域名称を記入する。 

④急傾斜地崩壊危険箇所 

種類（ランクⅠorⅡ）、斜面区分（自然、人工）を記入する。 

⑤砂防基盤図 

基礎調査に使用する砂防基盤図について、空中写真撮影年度、図化年度、種類、縮尺、新規・修正の

区分、準拠しているガイドライン名を記入する。 

⑥土砂災害警戒区域等の重複 

他の土砂災害警戒区域等が重複している場合に、箇所番号、箇所名、自然現象の種類、種類（土砂災

害警戒区域または土砂災害特別警戒区域）、告示年月を記入する。 

⑦調査年度 

 契約した年度を西暦で記入する。数値は整数で入力すること。 

  

①

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥

⑦

西暦（YYYY-MM） 整数 

西暦、整数 

分母を整数で記入 
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様式２－１ 地形・地質状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①地形状況 

急 傾 斜 地 の 地 形：急傾斜地の状況（勾配、地形等）について記入する。 

危害のおそれのある土地等の地形：急傾斜地の上下方の土地の状況（宅地、道路、盛土等の人工構造

物の有無等）について記入する。 

②地質状況等 

地表の状況：主に地表の植生状況について記入する。 

地盤の状況：表層地質の種類、分布状況について記入する。 

土質定数等：土石等の比重、容積濃度、密度、単位体積重量、移動時の内部摩擦角、堆積時の内部摩

擦角、流体抵抗係数の設定値及び設定根拠を記入する。内部摩擦角の設定根拠として土

質区分を示している場合は、地形状況等に記入した内容と整合がとれているか確認する。 

③対策施設等状況 

施設の有無を記入する。（効果の有無に関わらず、施設がある場合は「有」とする。） 

諸元は様式2-3、位置は様式2-4に記入する。 

④過去の災害実績等 

過去の災害発生の有無及び件数を記入する。詳細は様式2-5に記入する。 

（土砂災害被害状況報告を確認するなど、資料収集に努める。） 

⑤想定される崩壊度量・幅及び深さ 

設定方法及び設定根拠を記入する。 

⑥移動する土石等の高さ 

高さ及び設定根拠を記入する。  

①

②

③

④ 
⑤ 

⑥ 

2020 
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様式２－２ 微地形及び人工構造物等の状況図 

 

 

基盤図で表現されていない微地形及び人工構造物の分布状況等について、概要を記入する。 

 

①危害のおそれのある土地等の区域がわかる地形図（白図）に記入する。 

図面の縮尺は、必要に応じて拡大する。 

②危害のおそれのある土地等周辺の小山、盛土、河川、用水路、堀割構造・盛土構造をなす鉄道・道路

等の人工構造物を記入する。また、人工構造物の高さ（比高）を記入する。微地形等が無い場合はそ

の旨を記入する。 

③急傾斜地内において、地形図と大きく異なる改変があった場合はその状況を記入する。 

  

2020 
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様式２－３ 対策施設等の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形図（縮尺1/2,500以上）に対策施設の施工範囲を記載する。 

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、斜面の下端、上端、測線を表示する。 

対策施設毎に附番し、様式2-4と整合を図る。 

  

2021 
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様式２－４ 対策施設等の諸元 

 

 

①施設番号 

様式２－３と整合を図る。 

②区分、工種、工種細分 

マニュアル（表5.1対策施設等の種類）による区分と整合を図る。 

③施工年月 

民間施設であっても、市の建築確認申請等の資料から施工年月を記入するよう努める。 

④事業区分 

１急傾斜地崩壊対策事業、２治山事業、３その他の事業、４公団・組合等による事業、５個人施設、

６不明から選択する。 

⑤延長・高さ 

延長については平面図上で計測し、述べ延長を記入する。また、一連の施設において高さが異なる場

合は幅をもたせて記入する。なお、設計図等があれば転記する。 

⑥施設効果の有無 

マニュアルに基づき、効果評価を行った結果を記入する。 

⑦備考 

施設効果の有無について、理由を記入する。 

対策施設が１施設も無い場合は、備考欄の最上行に「対策施設無し」と記載する。 

 

  

① ② ③ ④ 
⑤ 

⑥ ⑦

2020 

 西暦 

（YYYY-MM） 
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様式２－５ 過去の災害実態 

 

 

過去の災害実績がある場合に作成する。（発生件数に合わせて作成する） 

主に土砂災害被害状況報告を参考に記入する。 

①崩壊の規模 

崩壊発生日時、場所（緯度・経度）、崩壊の規模等を記入する。 

災害発生状況には、空中写真、災害概況図、写真等を掲載する。 

②被害 

死者、行方不明者、負傷者、被災戸数、被災家屋の構造を記入する。被災家屋の構造については、該

当する戸数を記入する。 

③気象 

連続雨量、最大24時間雨量、最大時間雨量、雨量観測所の名称、異常気象名を記入する。 

  

① 

② 

③ 

2020 
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様式３－１ 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図 

 

 

縮尺1/2,500以上の地形図を使用する。 

凡例に沿って、上下端、横断測線及び測線番号、危害のおそれのある土地の区域等、土石等の移動によ

る力が100kN/m2を超える範囲、土石等の堆積高が3mを超える範囲について図示する。 

 

主な着眼点は以下のとおり。 

・隣接する横断測線が、上端と下端の間で交差していないか。 

・著しい危害のおそれのある土地の区域が、危害のおそれのある土地の区域の外側に設定されていない

か。 

・危害のおそれのある土地の区域が、河川や対岸斜面等の明らかに土石等の到達しない範囲に設定され

ていないか。 

・横断測線の設定が、土石等の落下をイメージしたものとなっているか。 

  

2020 
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様式３－２ 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

 

 

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項について、下端に隣接する土地及び急傾斜地内におけ

る「土石等の移動の高さと力の大きさ」と「土石等の堆積高さと力の大きさ」を測線番号毎に記入する。 

（様式4-4と整合を図る。） 

 

①土石等の移動の高さと力の大きさ 

100kN／m2 を越える場合とそれ以外を区分とし、土石等の高さと下端からの距離、力の大きさを記入

する。 

②土砂等の堆積高さと力の大きさ 

3mを超える場合とそれ以外を区分とし、下端からの水平距離と堆積高さ、力の大きさを記入する。 

  

① ① ② ②

2020 
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様式３－３（１） 危害のおそれのある土地等の調査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①土地利用 

土地利用状況について、該当するものに「○」を該当しなければ「－」を記入する。 

様式3-5との整合を図る。 

②人家戸数 

人家戸数について、全戸数、構造（木造・非木造）を記入する。 

様式3-4との整合を図る。 

③公共施設等の状況 

道路、鉄道、河川等について、種類別に延長等を記入する。 

④公共的建物、要配慮者利用施設 

種類、構造、施設数を記入する。備考欄に具体的な施設名称、定員等を記入する。 

様式3-4との整合を図る。 

⑤警戒避難体制 

最新の地域防災計画を確認し、地域防災計画への記載状況や防災訓練等の実施状況等を記入する。 

  

急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書
様式３－３（１）　危害のおそれのある土地等の調査等

箇 所 名

49.00 最大高さ(m) 11.00 平均高さ(m) 34.00

 ㎡

　　道　路 水　路 池　沼 宅　地 農　地

上 端 に 隣 接 す る 土 地 － － － －

急 傾 斜 地 － － － －

下 端 に 隣 接 す る 土 地 － － ○ －

人 家 戸 数 戸

私　鉄(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

その他道路(m) 橋　梁(基)

0

建物
番号 施　設　数

建物
番号 施　設　数

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

著しい危害のおそれのある土地の状況 土地の面積 ㎡

人 家 戸 数 2 木造戸数 2 非木造戸数

私　鉄(m) 国　道(m) 都道府県道（ｍ）

その他道路(m) 橋　梁(基)

0

建物

番号 施　設　数
建物

番号 施　設　数

1 4

2 5

3 6

地域防災計画への記載の有無 有 無

最 寄 の 雨 量 計 の 位 置 等 名　称 北　緯

基 準 雨 量 の 設 定 の 有 無 警戒基準 発生基準

予警報等情報伝達システムの有
無

整備状況等

避 難 路 の 設 定 の 有 無 避 難 場 所 建 築 構 造

住 宅 へ の 防 災 情 報 周 知 状 況

防 災 訓 練 等 の 実 施 状 況

調査年度 2022

急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 Ⅰ-011K2005-1 亥鼻6 所在地 千葉市中央区矢作町
地 形 概 要 下端延長(m) 8.00 最大勾配(°) 36.00 平均勾配(°)

危
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
等
の
調
査

危害のおそれのある土地の状況 土地の面積 1,712

山　林 備　　考

○ ○ 外観目視が可能な範囲において流水等による異常な浸食跡は認められない。

0

公 共 施 設 等 の 状 況
J　R(m) 0 0 高速道路(m)

－ ○ 外観目視が可能な範囲において流水等による異常な浸食跡は認められない。

○ － 外観目視が可能な範囲において流水等による異常な浸食跡は認められない。

0 0 0

市町村道(m) 50 0 河　川(m) 0 0

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

公共的建物全施設数 内、要配慮者利用施設数 0

　種　類 構　造 名　称 名　称種　類 構　造

494

全戸数 0 構造不明戸数 0

公 共 施 設 等 の 状 況
J　R(m) 0 0 高速道路(m) 0 0 0

市町村道(m) 13 0 河　川(m) 0 0

公 共 的 建 物

要 配 慮 者 利 用 施 設

公共的建物全施設数 内、要配慮者利用施設数 0

種　類 構　造 名　称 種　類 構　造 名　称

警
戒
避
難
体
制
に
関
す
る
調
査

無 自主防災組織 計器設置状況

所在地 千葉市中央区市場町1-1 県庁 管理者 千葉県庁

有

ハザードマップ
その他

参照：千葉市ホームページ、千葉市地域防災計画、千葉県防災ポータルサイト、国土交通省HP（川の防災情報）、国土交通省HP
（国土数値情報ダウンロードサービス）

令和3年10月10日第42回九都県市合同防災訓練

ちばし安全・安心メール、Yahoo!防災速報、ちばし災害緊急速報メール、千葉市多言語防災メール配信サービス、防災行政無線（広報無線）、電話・FAXによる災害時緊急情報配信サービス、デジタルサイネージによ
る災害情報の配信、コミュニティFMへの割り込み放送、ソーシャルメディアの市公式アカウント、Yahoo！くらし、災害用伝言ダイヤル「171」（NTT東日本）

無 鶴沢小学校 所在地 千葉県千葉市中央区鶴沢町21-1 非木造

35°36′19" 東　経 140°07′24"

有 - 避難基準 - -

① 

② 

② 

③ 

③ 

④ 

④ 
⑤ 

60進法 ○○°○○′○○″   ○○°○○′○○″ 
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様式３－３（２） 危害のおそれのある土地等の調査等 

 

 

当該区域の各種法規制の有無を記入する。 

備考欄に、根拠として、当該法規制を確認した資料等を記入する。 

  

急 傾 斜 地 の 崩 壊 区 域 調 書
様式３－３（２）　危害のおそれのある土地等の調査等 調査年度

箇 所 名

有無

無

無

無

無

無

無

有

有無

有

有無
有

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無

無
無

2022

急 傾 斜 地 の 位 置 箇所番号 Ⅰ-011K2005-1 亥鼻6 所在地 千葉市中央区矢作町

保安林

関係諸法令の指定状況

主に災害の防止に関する事項
法律名 法規制区域・地区 備　考

砂防法 千葉県HP
地すべり等防止法 地すべり防止区域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

急傾斜地の崩壊による災害の
防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

砂防指定地

国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

保安施設地区 千葉北部地域森林計画書

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域 千葉市地図情報システム
建築基準法 災害危険区域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

森林法

主に土地の現状に関する事項

法律名 法規制区域・地区 備　考

統計法 人口集中地区 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

主に建築や開発の動向に関する事項

法律名 法規制区域・地区 備　考

都市計画法

市街化区域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

市街化調整区域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

非線引き区域 千葉県HP
準都市計画区域 国土交通省HP

離島振興法 離島振興対策実施地域 国土交通省HP

過疎地域自立促進特別措置法 過疎地域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

総合保養地域整備法 特定地域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

自然公園法
国立公園 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

国定公園 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

都道府県立自然公園 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

都市緑地法 特別緑地保全地区 千葉市地図情報システム

自然環境保全法
原生自然環境保全地域 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）

自然環境保全地域特別地区 国土交通省HP（国土数値情報ダウンロードサービス）
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様式３－４ 人家等の建築物構造状況図 

 

 

凡例に沿って、危害のおそれのある土地の区域等における人家、公共的建物、要配慮者利用施設等の位

置を図示する。様式3-1と整合を図る。 

  

2020 
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様式３－５ 土地利用状況図 

 

 

方位とスケールを記入する。 

様式3-1と整合を図る。 

凡例を一部削除などの操作はしない。 

  

2020 
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様式３－６ 宅地開発の状況図及び建築の動向 

 

 

①人口の経年変化、都市計画区域の変遷 

都市計画区域の指定が無い場合は「－」を記入する。 

②農地転用の状況 

農地転用の申請が無い場合は「－」を記入する。 

③出典 

各項目の出典を記載する。 

  

①

①

②

③ 

2020 
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様式３－７ 現地写真・スケッチ等の位置図 

 

 

当該区域の遠景及び近景、対策施設の状況、現地確認により上下端を修正した場合の上下端の状況、砂

防基盤図と現地の不整合箇所、排水状況の確認結果（水みち痕など）等について分かりやすく写真及び

スケッチ等で示す。 

様式3-8と整合を図る。 

  

2020 
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様式３－８ 現地写真・スケッチ等 

 

 

当該区域の急傾斜地や対策施設の状況（管理者やプレートなど）等が分かるよう現地写真を整理し、起

終点の設定根拠や急傾斜地の地形状況（植生など）等についてコメントを記載する。 

左右の端部設定根拠については、様式 4-1、様式 4-2 と整合を図ることとし、特に土地利用境界（立地

条件なし）とする場合には、写真等によりその境界等を明確にすること。 

なお、設定根拠については、読み合わせメモ別紙における「端部設定について」と文言を統一させる   

こと。 

様式3-7と写真番号の整合を図る。 

  

2020 
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様式４－１ 区域設定根拠平面図 

 

各区域の両端部の設定根拠を記載することとし、様式 3-8、様式 4-2 と整合を図ること。特に端部設定

根拠を土地利用境界とする場合には、上図のとおりその根拠となった土地利用状況を明示すること。 

 

 

また、端部設定根拠として「既指定区域（箇所番号、箇所名）」とする場合には、上図のとおり既指定

区域の範囲を示すこと。  

端部根拠および記載する文言 

2022 

2022 



巻末資料 7-18 

 

様式４－１ 区域設定根拠平面図 

土地の占有者又は所有者が立入りを拒否した場合の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 

2017 
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様式４－２ 区域設定根拠断面図 

 

 

区域設定根拠とした横断測線毎の断面図を図示し、説明を加える。 

 

①コメント 

下端の設定根拠に「傾斜変換点、対策工基部、道路縁」など明確に記載する。 

様式4-4の高さ、傾斜度等と整合を図る。 

また、左右端部となる側線については端部設定根拠を記載することとし、様式 3-8、様式 4-1 と整合

を図ること。 

②現地写真 

急傾斜地の地形、地表や上下端の位置が把握できる写真を掲載する。 

下端位置はポール等で明確に示す。 

③スケッチ 

机上設定した断面が現地と異なり、上下端の位置を修正する必要がある場合などは、スケッチにより

現地状況を補足、記録する。 

  

①

② ③ 

2020 
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様式４－２ 区域設定根拠断面図コメント記載例 

 

 

 

  

① 
② 
③ 

④ 

①端部根拠および測線配置についてのコメント 
 下記の 3 パターンに分けて記載する。 

＜パターン 1：左右端部の場合＞ 
【左端根拠】地形変化点（①5m未満） 
【左端根拠】既指定区域（箇所番号、箇所名） 
【左端根拠】土地利用境界（②田畑） 

＜パターン２：左右端ではない測線の場合＞ 
【測線配置】   下記、コメント作成例 
 例： 測線間隔 20m の原則を踏まえ配置した。 
 例： 明瞭な地形変化点に配置した。 
 例： 対策施設の端部に配置した。 
 例： 対策施設の残斜面 5ｍの位置に配置した。 

②③上下端状況のコメント 
 下記の 3 パターンに分けて記載する。 

【上・下端位置の採用】 
  実測位置 

【上・下端位置の採用】 
  簡易計測による位置 

【上・下端位置の採用】 
  3 次元地形モデルによる位置 

④施設状況のコメント 
 施設がある場合のみ、下記のように記載する。 

【施設状況】 下記、コメントの作成例 
 例：施設 No.5（コンクリート擁壁工：効果有）が
斜面下部に位置する。施設の変状は見られない。 
 例：施設 No.6（空石積み擁壁：効果無）が斜面上
部に、施設 No.7（法枠工：効果有）が斜面下部に位
   置する。 
 例：施設 No.5（法枠工：効果有）が斜面全体に位
置する。 

⑤その他のコメント 
 その他の記載事項がある場合は、下記のように
記載する。 

【その他】 下記、コメントの作成例 
 例：測線 No.5 から No.6 の間で幅○m、高
さ〇m の規模の崩壊地が見られる。 

⑤ 

コメントは、様式 4-1 と
整合をとること 

2022 
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様式４－３ 危害のおそれのある土地等の区域設定に関する計算結果（計算条件） 

 

 

区域設定根拠とした横断測線毎の断面図を図示し、説明を加える。 

 

①地形条件 

各横断測線の高さが5m、傾斜度30度以上となっているか、様式4-2と整合がとれているか確認する。 

②地質条件 

様式2-1で設定した土質定数等と一致しているか確認する。 

また、一致していない場合は根拠を備考に記載する。 

③対策施設効果 

施設有無、施設番号等は様式2-4と整合を図る。 

施設効果有の場合、施設有無の欄に有と記載する。 

施設効果有の場合のみ、施設番号を記載する。 

想定される崩壊の規模が、マニュアルの値と一致しているか確認する。 

また、一致していない場合は根拠を備考に記載する。 

④移動する土石等の高さ 

様式2-1で設定した移動する土石等の高さと一致しているか確認する。 

  

① ② ③
④

2020 
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様式４－４ 危害のおそれのある土地等の区域設定に関する計算結果 

 

 

①急傾斜地の高さ、急傾斜地の傾斜度、土石等の移動の高さ 

各項目について、様式4-3と整合を図る。 

②危害のおそれのある土地の区域 

下端からの距離について、様式3-2と整合を図る。 

③著しい危害のおそれのある土地の区域（下端に隣接する土地） 

移動による力と堆積による力それぞれの下端からの距離について、様式3-1及び様式4-2の横断図と

整合を図る。 

下端からの距離は、移動による力と堆積による力の建築物の限界耐力を上回る位置の最大値とする。 

④著しい危害のおそれのある土地の区域（急傾斜地内） 

移動による力と堆積による力それぞれの上端からの比高について、様式3-1及び様式4-2の横断図と

整合を図る。 

上端からの比高は、移動による力と堆積による力の建築物の限界耐力を上回る位置の最小値とする。

（ただし、5mを下回らない。） 

⑤土石等の移動の高さ 

様式2-1と整合を図る。異なる場合は理由を備考に記載する。 

① ① ⑤ 

② 

③ ④ 

2020 
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様式５－４ 危害のおそれのある土地等の座標位置図 

 

様式５－５ 危害のおそれのある土地等の座標一覧 

 
座標は、世界測地系（測地成果2011）で整理する。 

2020 

2020 
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指定要件が無い場合の区域調書の作成例 

地形要件がない場合 

 

 

2022 
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①仮区域の範囲を表示する。 

②地形要件を満たさない場合、「指定要件なし（地形要件なし）」と記載する。 

 

② 

① 

削除斜面（Ⅱ-105K2051虫生） 

現地概査の結果、勾配30°未満の斜面のため区域設定から除外した。 

2022 

2022 
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社会要件がない場合 

 

2022 
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①仮区域の範囲を表示する。 

②社会要件を満たさない場合、「指定要件なし（社会要件なし）」と記載する。 

 

指定要件なし（社会要件なし） 

② 

① 

2022 

2022 
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告示図書（案）作成要領 

様式１ 
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様式２ 

 

 

  



巻末資料 7-30 

 

様式２－１ 
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様式２－２ 
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様式３ 
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複数仮区域からなる調査箇所の区域調書、告示図書（案）とりまとめ方法 

 

区域調書 
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告示図書（案） 
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区域全体図の作成方法（区域調書の例） 

 

 

 

 

 


