
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料編 

 用語集 

 



用語集 

188 

用語集               

 

用語 解説文 

あ行 

雨水貯留施設や

浸透施設 

雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、下水道・河川への雨水流

出量を抑制するもの。雨水貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留

するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあり、貯留した雨水をポンプ

で汲み上げて散水等の雑用水として利用出来る。雨水浸透施設には、浸透ま

すや浸透トレンチ、透水性の舗装などの種類があり、水害を防止すると共に

地下水の涵養にも効果がある。 

新たな防火規制 東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づく防火規制のこと。建築物の不

燃化を促進し木造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の

高い地域等について指定し、建築物の耐火性能を強化する規制のこと。原則

として、指定された地域の全ての建築物は準耐火建築物等又は耐火建築物等

とし、延べ面積が 500 ㎡を超えるものは耐火建築物等としなければならな

い。 

池上地区まちづ

くりグランドデ

ザイン 

池上駅及び駅周辺において、魅力的で、より良いまちの形成に向けた指針と

して大田区が平成 31年 3月に策定したもの。 

一般延焼遮断帯 骨格防災軸・主要延焼遮断帯（後述）以外で、防災生活圏を構成する延焼遮

断帯（後述）のこと。 

ウォーカブル 居心地が良く歩きたくなること。まちなかにおける交流・滞在空間の創出に

向けた官民の取組が進んでいる。 

エイトライナー

構想 

赤羽～田園調布～羽田空港間を結ぶ環状方向の路線。運輸政策審議会答申第

18号（平成 12年１月）においては、葛西臨海公園～赤羽を結ぶ路線と合わせ

て「区部周辺部環状公共交通（仮称）」として、今後整備について検討すべ

き路線と位置付けられている。 

エコロジカル・

ネットワーク 

野生生物が生息・生育する様々な空間（森林、農地、都市内緑地・水辺、河

川、海、湿地・湿原・干潟・藻場・サンゴ礁など）がつながる生態系のネット

ワークのこと。 

エネルギーの面

的利用 

系統電力及び都市ガスだけに頼らず、自立分散型エネルギーシステムやヒー

トポンプ・蓄熱システムなどの技術を用いて、地区内や複数の街区でエネル

ギー供給施設を共有し、効率的に電気や熱を融通し合うことで、エネルギー

利用の効率化と防災性に優れた安定的なエネルギー供給をめざすこと。 

エリアマネジメ

ント 

住民・事業主・地権者などが連携し、まちにおける文化活動、広報活動、交

流活動などのソフト面の活動を自立的・継続的・面的に実施することにより、

まちの活性化や都市の持続的発展を推進する活動のこと。 
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延焼遮断帯 地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公

園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の

不燃空間のこと。震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの

機能も担う。 

大田区空家等対

策計画 

適正に管理が行われていない空家等に対して、所有者等がその責任において

的確に対応することを前提としたうえで、区と所有者等と関係団体・機関が

連携・協力して取り組み、安全・安心して暮らせる生活環境を確保するため

に、総合的な空家等対策を推進することを目的として策定された計画。 

大田区基本構想 平成 20 年 10 月に策定された、20 年後の大田区のめざすべき将来像を提示

し、今後の大田区のまちづくりの方向性を明らかにした最も基本となる考え

方を示すもの。 

大田区まちづく

り条例 

地域力を生かした魅力あるまちづくりの推進に向けて、まちづくりへの参画

の手法などを示し、区民が主体となって地域のまちづくりに取り組める環境

を整えるために制定された条例。 

大田区優工場認

定制度 

働きがいのある労働環境、周辺環境との調和など、経営や技術に優れた工場

を「優工場」に認定し、従事する人のやりがいを引きだすとともに大田区工

場の優秀性を内外にアピールする制度 

大森駅周辺地区

グランドデザイ

ン 

大森駅周辺地区において、総合的・長期的視点でまちの将来像を掲げ、これ

を実現させるまちづくりの方針に基づいた取組を示したもの。 

か行 

風の道 郊外から都市部へ風を誘導する風の通り道をつくることで、都市部の気温

の上昇を抑えようという、都市計画の考え方や手法のこと。都市中心部の気

温が郊外に比べて高くなるヒートアイランド現象の緩和に特に効果があ

る。 

蒲田駅周辺地区

グランドデザイ

ン 

蒲田駅周辺地区において、総合的・長期的視点でまちの将来像を掲げ、これ

を実現させるまちづくりの方針に基づいた取組を示したもの 

既成市街地 一般的には、都市において、既に建築物や道路ができあがり、市街地が形成

されている地域のこと。都市計画法では、人口密度が１ha当たり 40人以上

の地区が連担して 3,000人以上となっている市街地のこと。 

狭あい道路 幅員 4メートル未満の道路。 
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緊急輸送道路 東京都地域防災計画に定める、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡

する幹線的な道路並びにこれらの道路と知事が指定する拠点(指定拠点)と

を連絡し、又は指定拠点を相互に連絡する道路のこと。 

空港臨海部グラ

ン ド ビ ジ ョ ン

2030 

羽田空港とその周辺の地域において、総合的・長期的視点でまちの将来像を

しめしたもの。 

クールスポット 夏の暑さ対策のためにつくり出す、涼しく過ごせる空間、又は場所（スポッ

ト）のこと。 

グリーンインフ

ラ 

米国で発案された社会資本整備手法で、自然環境が有する多様な機能（生物

の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制など）をインフ

ラ整備に活用する考え方、又はそのインフラのこと。 

景観計画 景観法に基づき景観行政団体が良好な景観の形成を図るため、その区域、良

好な景観の形成に関する基本的な方針、行為の制限に関する事項等を定め

る計画。 

景観法 良好な景観形成を図るため、基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景

観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のため

の規制等所要の措置を講ずる総合的な法律のこと。 

工場アパート ものづくり企業の集積施設として大田区が工業振興のために整備したも

の。 

耕地整理 耕地整理法（昭和 24年度廃止）に基づき、農地の有効利用と収穫の増大を

目的として、区画を整形化し、水路や道路の整備を図ることにより利用形態

を近代化した事業のこと。 

国分寺崖線 太古の昔（約６～３万年前）に、多摩川が武蔵台地を浸食することにより誕

生した、延長 30kmにも及ぶ連続する「崖地」のこと。田園調布付近から立

川市まで東京都の東西に延びる崖地であり、斜面地には多くの自然や歴史

的・文化的資源が多く残っている。 

コレクティブハ

ウジング 

それぞれが独立した専用の住居とみんなで使ういくつかの共用スペースを

持ち、生活の一部を共同化する住まい。 

骨格防災軸 東京都防災都市づくり推進計画により、主要な幹線道路（広域幹線道路及び

広幅員の骨格幹線道路）と川幅の大きな河川で構成される骨格的な防災軸

の形成を図るべき路線のこと。 

コンパクト・プラ

ス・ネットワーク 

コンパクトシティ化により、居住を公共交通沿線や日常生活の拠点に緩や

かに誘導し、居住と生活サービス施設との距離を短縮することにより、市民

の生活利便性を向上させること。 
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さ行 

再生可能エネル

ギー 

太陽光、風力そのほか非化石エネルギーのうち、エネルギー源として永続的

に利用することができると認められるもの。具体的には、太陽光、風力、水

力、地熱、太陽熱、大気中の熱そのほかの自然界に存する熱、バイオマス（動

植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができる

もの化石燃料を除く）を指す。 

市街地再開発事

業 

昭和 44年に規定された都市再開発法に基づき、低層の木造建築物などが密

集し、土地の利用状況が有効的に活用されていない地区について、地区内の

建築物を除去し、中高層のビルを建築し、あわせて道路やオープンスペース

等の整備を行う事業。 

次世代エネルギ

ー 

再生可能エネルギーや未利用エネルギー、水素エネルギーなどを含む、化石

燃料に代わる新しいエネルギーのこと。 

事前復興 復興時の課題解決に要する負担軽減や復興まちづくりに関する合意形成の

円滑化を図ること。具体的には、復興計画の検討に必要な条件整理や復興の

将来像・目標像の検討、訓練の実施による復興業務を迅速に進められる人材

育成や体制づくり等の取組が挙げられる。 

自転車シェアリ

ング 

一定の地域内に複数配置されたサイクルポートにおいて自由に貸出・返却

できる貸し自転車で、 借りたサイクルポートとは異なるサイクルポートに 

返却することができる。 

遮熱性舗装 水の浸透能力のある舗装のことで、普通の舗装より雨水が舗装の表面を流

れずに地下へ浸透しやすくなり、雨水の流出抑制や地下水のかん養などの

効果がある。 

住宅確保要配慮

者 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅

の確保に特に配慮を要する者。 

重点整備地域 整備地域（後述）のうち、防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的

に実施する地域として東京都が指定した地域。 

主要延焼遮断帯 骨格防災軸に囲まれた区域内で、特に整備の重要度が高いと考えられるも

の。 

省エネ住宅 断熱、日射遮蔽などにより、住宅そのものを省エネにすること。 

自立分散型エネ

ルギーシステム 

建物内で利用するエネルギーを、その建物内もしくはその周辺に設置され

たエネルギープラントより供給するシステムのこと。 

スマートシティ 都市の抱える諸課題に対して、ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント

（計画、整備、管理・運営等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な

都市または地区のこと。 

生産緑地地区 市街化区域内の土地のうち、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市

環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、生産緑地法に基

づき都市計画として定めた生産緑地地区内の土地又は森林。その土地は農

地として管理しなければならない。 
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整備地域 地域危険度が高く、かつ、老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災

時に特に甚大な被害が想定されるとして東京都が指定した地域。 

セーフティネッ

ト 

安全網のこと。経済的に困窮する人に対して最低限の生活を保障する制度

のこと。 

た行 

多摩川流域治水

プロジェクト 

多摩川流域において、流域治水を計画的に推進するためのプロジェクト。 

地域冷暖房 一定地域の建物群に、１箇所又は数箇所の熱発生所（プラント）から、冷水、

蒸気、温水等の熱媒を配管を通じて複数の建築物に供給し、冷房、暖房、給

湯等を行うシステムのこと。 

地区計画 地区レベルでのまちづくりの要請に応え、住民の生活に結びついた地区を

単位として、道路・公園などの配置や建築物に関する制限などについて、地

区の特性に応じてきめ細かく定める都市計画法の手続によるまちづくりの

計画。 

地区まちづくり

協議会 

区の要綱で定めたまちづくりのための組織。地区まちづくり協議会は、地域

の特性を活かした生活環境の改善、都市機能の更新などに関して自主的な

まちづくりをめざし、「魅力あるまちづくり」を推進することを目的として

いる。 

長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じ

られた優良な住宅のこと。 

低層、中層、高層 建築物の概ねの高さを示し、低層は１～３階、中層は４～７階、高層は８階

以上の建物のこと。 

低炭素 地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を削減するため、その主な

排出源である化石エネルギーへの依存を低減した状態のこと。 

テレワーク ICT（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き

方のこと。 

東京都防災都市

づくり推進計画 

災害に強い都市の早期実現をめざし、市街地火災の延焼を防止する延焼遮

断帯の整備、木造住宅密集地域等の防災上危険な市街地の整備等について、

整備目標、整備方針を定めるとともに、具体的な整備プログラムが定められ

ている東京都の計画 
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特定緊急輸送道

路 

東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例（平成 23年

東京都条例第 36号）第７条に基づき、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物

の耐震化を図る必要がある道路として指定した道路。 

特定整備路線 平成 24年度に都が選定した、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地

域を対象に、災害時の延焼遮断や避難路、緊急車両の通行路となるなど、地

域の防災性向上に大きな効果が見込まれる都市計画道路。 

特別緑地保全地

区 

都市緑地法に基づき、豊かな緑を未来へ継承するために、都市において良好

な自然的環境を形成している緑地を指定するもの。 

都市基盤 道路や公園、下水道など、都市の産業活動や区民の生活を支えるための骨格

となる公共施設のこと。 

都市計画区域の

整備、開発及び保

全の方針（都市計

画区域マスター

プラン） 

都市計画法に基づき、都道府県が広域的見地からの都市計画の基本的な方

針を定めるもの。大田区都市計画マスタープランは、この都市計画区域マス

タープランに即して定める。 

都市計画道路 都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、都市計画に定

められた道路。 

都市づくりのグ

ランドデザイン 

2040 年代の目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの 

基本的な方針と具体的な方策を示したもの。平成 29年 9月に東京都が策定

した。 

都市防災不燃化

促進事業 

大震火災時の延焼防止と避難者の安全を確保するため、不燃化促進区域内

における耐火建築物の建築に対して助成金を交付することにより、不燃化

の促進を図るもの。 

な行 

呑川緑道の整備 現在では、治水の立場から味気ないコンクリート直立護岸で囲まれた川に

なっている呑川を、本来都市河川が持つ治水・排水機能の充実とともに、水

への親しみを取戻し、緑豊かな潤いのある空間とする計画。 

 

は行 

バリアフリー 障壁を取除き、生活しやすくすること。 

ヒートアイラン

ド現象 

都市の中心部の気温が上昇し、気温の等しい点を結んだ線である等温線を

見ると都市部が郊外と比較し島状に高くなる現象のこと。 

避難所 大きな地震で家屋が倒壊、焼失して住む家を失った人が一時的に避難生活

を送る場所。 

避難場所 大地震に伴って発生し得る大規模な市街地火災のふく射熱に対して安全な

面積が確保され、避難者の安全性を著しく損なうおそれのある施設がない、
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公園、グラウンド、緑地、耐火建築群で囲まれた空地等で、住民等が避難で

きる安全な場所。 

風致地区 都市における風致を維持するために、樹林地、水辺などの良好な自然的景観

を保全する地区として指定されている。風致地区内においては、建築物の建

築、宅地の造成などが条例によって規制される。 

不燃化特区（制

度） 

整備地域の中でも地域危険度が高いなど、特に重点的、集中的に改善を図る

べき地区について、区から提案を受け、都が期間や地域を限定して、老朽木

造建築物の建替え・除却への助成や固定資産税等の減免措置など特別の支

援を行うもの。 

不燃領域率 市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空

地の状況から算出し、不燃領域率が 70%を超えると市街地の焼失率はほぼゼ

ロとなる。 

防火地域・準防火

地域 

建築物の密集している市街地において、建築物の構造を防火上の観点から

制限することによって不燃化を図り、火災の危険を防除するために指定さ

れる。準防火地域より防火地域の方が制限が厳しく、都市の中心的な商業地

や主要幹線道路沿いには防火地域を、その周辺部には準防火地域を指定し

ている。 

防災街区整備地

区計画 

地区の防災性の向上を目的とする地区計画制度。 

ま行 

マイクロツーリ

ズム 

近場で過ごす旅のスタイル。自宅から数時間程の距離で、安心、安全に過ご

しながら地域の魅力を知るきっかけになり、地域経済にも貢献する。 

馬込文士村 大正末期から昭和初期に多くの文士、芸術家が関東大震災後に移り住み、互

いの家を行き来し交流を深めていた地域。山王、馬込、中央一帯（JR 大森

駅から西側の地域）。 

未利用エネルギ

ー 

都市内部における生活・業務・生産活動の結果として生じ、そのままか、あ

るいは殆ど有効に回収されることなく環境中に放出されている各種温度の

熱エネルギー、ならびに自然に豊富に存在するものでその活用が都市環境

に生態学的に影響を与えないと思われる自然エネルギーのこと。 

木造住宅密集地

域 

震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域とし

て、以下の各指標のいずれにも該当する地域（町丁目）を木造住宅密集地域

とする。 

・昭和 55年以前の老朽木造建築物棟数 30%以上 

・住宅戸数密度 55 世帯／ha 以上 

・住宅戸数密度(3 階以上共同住宅を除く) 45 世帯/ha 以上 

・補正不燃領域率 60%未満 
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や行 

ユニバーサルデ

ザイン 

障がいの有無、年齢、性別、国籍等にかかわらず、多様な人々が利用しやす

いよう都市や生活環境をデザインする考え方。 

用途地域 都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、

これを「用途地域」として定めている。 

ら行 

ランプ 高さの異なる道路を相互に連絡する連結路のこと。 

緑被率 みどりの総量を把握する方法のひとつで、航空写真等によって上空から見

たときのみどりに覆われている面積の割合のこと。森林・樹林地のほか、草

地や農地、公園や道路、学校などの公共公益施設のみどり、住宅、工場など

の民有地のみどり等が含まれる。 

リノベーション 建築・不動産（公共空間も含む。）の改修等によって新しい付加価値を組み

込むこと。 

レジリエンス 自然災害などの変化に対する社会の回復力や弾力性、強靭化など、外的な刺

激に対する柔軟性を表す概念。 

連続立体交差事

業 

市街地において、踏切が連続している鉄道の一定区間を高架化又は地下化

することにより、多数の踏切の除去と道路と鉄道との立体交差化を一挙に

実現し、踏切事故の解消、道路交通の円滑化、市街地の一体的発展を図る事

業。 

六郷用水 六郷領(現在の大田区の多摩川沿川地域)の灌漑を目的として、江戸時代初

期に開削された農業用水路。天正 18年（1590年）徳川家康の新田開発政策

の一環として開削が行なわれた。300年余り、大田区の農民の生活になくて

はならない用水路として利用されてきましたが、近年の下水道の普及によ

り、その殆どが埋め立てられ、現在では過去の姿を見ることが出来なくなっ

ている。 

A 

ＡＩ Artificial Intelligenceの略。人間の脳が行っている知的な作業をコンピ

ュータで模倣したソフトウェアやシステム。人間の使う自然言語を理解し

たり、論理的な推論を行ったり、経験から学習したりするコンピュータプロ

グラム等のこと。 

B 

ＢＣＰ Business continuity plan の略。企業が自然災害、大火災、テロ攻撃など

の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつ

つ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に

行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決

めておく計画。 

D 

ＤＸ（デジタル・ ICTの活用により、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるこ
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トランスフォー

メーション） 

と。デジタル・トランスフォーメーションが進展することによって、特定の

分野、組織内に閉じて部分的に最適化されていたシステムや制度等が社会

全体にとって最適なものへと変貌すると予想される。 

I 

ＩｏＴ Internet of Thingsの略。コンピュータ等の情報・通信機器だけでなく、

世の中に存在する様々な物体（モノ）に通信機能を持たせ、インターネット

に接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測な

どを行うこと。   

L 

ＬＣＣＭ住宅 （ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）の略語。建設時、運用時、廃棄

時において出来るだけ省 CO2 に取り組み、さらに太陽光発電などを利用し

た再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時の CO2 排出量も含めライ

フサイクルを通じての CO2の収支をマイナスにする住宅のこと。 

M 

ＭａａＳ Mobility as a Service（サービスとしての移動）の略語。マースと呼ぶ。

地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複

数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・

決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通

以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決に

も資する重要な手段となるもの。 

ＭＩＣＥ 企業等の会議（Meeting）、企業等の報奨・研修旅行（Incentive Travel）、

国際機関等が行う国際会議（Convention）、イベントや展示会など

（Event/Exhibition）の総称のこと。 

S 

ＳＤＧｓ 2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030ア

ジェンダ」にて記載された 2030年までに持続可能でよりよい世界をめざす

国際目標（Sustainable Development Goals）のこと。17のゴールと 169の

ターゲット、232の指標で構成されている。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社

会（Society）。Society 1.0狩猟、Society 2.0農耕、Society 3.0工業、

Society 4.0情報に次ぐ新たな社会レベルのこと。 

U 

ＵＤパートナー 区の施設や道路等の調査・点検や意見交換を行う区民の登録制度。区民のユ

ニバーサルデザインのまちづくりに対する理解・関心を深めてもらう活動

等も行う。 

Z 

ＺＥＢ Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）の
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略。建築物における一次エネルギー消費量を、省エネルギー性能向上や再生

可能エネルギーの活用などにより削減し、年間消費量が正味でゼロ又はお

おむねゼロとなる建築物のこと。 

ＺＥＨ Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略語。外

皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導

入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、

再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量

の収支がゼロとすることをめざした住宅のこと。 

 

 


