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・エリアごとに大規模施設の責任者の協議会の設置及びエリア防災計画の作成を義務づ

ける 

・協議会には、自治体も重要プレーヤーとして参加し、事務局も自治体が行う方がよい 

・大規模な施設には、発生避難者数の算定及びその避難者の始末のつけ方を上記協議会

（又は自治体）に報告し、自らの計画（現行では消防法に基づく地震時の消防計画がそ

れにあたる）を協議会の作成するエリア防災計画と整合させることを義務付ける 

・避難者の始末のつけ方として、最低限、以下の項目を考慮することが必要 

・ 避難者の発生数 

・ 発生避難者の措置についての考え方（敷地内で面倒をみる、地域の避難路まで

誘導する、・・・等） 

・ 他の施設からの避難者に対する措置についての考え方（シャットアウトする、1

階のトイレの使用だけは認める、・・・等） 

・ 発生避難者がエリア外に出るための方法及び必要な時間 

・ 残留避難者数の時系列による変化 

・ 残留避難者の水、食料、トイレ、（連絡手段、明るさ、寒さ対策等）の確保方法 

・協議会では発生避難者の避難方法をエリア単位で協議し、その協議内容に応じて、各

大規模施設に、発生避難者を自らの敷地内に
．．．．．．．

一定時間滞在させることを義務付ける 

・協議会で定めたエリア防災計画には、一定の強制力を持たせる 

 （消防法８条では、自ら定めて消防に届け出た消防計画を守らないと、消防から措置

命令がかけられ、罰則もある） 

 

 

 

 

 

◎ 地震時消防計画の上位計画としての役割が期待できる 

・平成 19 年に改正された消防法で、大規模なビルについては消防計画に地震時の対策

も定めるべきことが義務づけられたが、今のところその策定方針は、「地域防災計画等

でより広域な計画が決まっていれば、それに整合させるべき」とされているだけである。 

・より広域な計画として、現在は避難地や避難路くらいしかないため、地震時の消防計

○ 本ＷＧで検討するターミナル駅周辺等の機能・人口が集積したエリアにおけるエ

リア単位での防災計画には、どのような事項を盛り込むべきとお考えでしょうか。

○ 上述のエリア単位の防災計画を策定することにより、こうした計画が策定されて

いない現状と比較して、どのような点が具体的に改善されることが期待されると

お考えでしょうか？ 
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画を作っている大規模施設でも、多くは、 

① 客等については、とりあえず建物から出して終わりとする。 

②  避難路と避難地を教え、後は自力で避難させる。 

③  避難地まで従業員が誘導する。 

の３パターンくらいしかなく、大部分は①である可能性もある。 

・エリア単位の防災計画は、このミッシングリングを埋めることができる可能性がある。 

 

 

 

 

 

・来場者の多くがクルマで来ている施設をどうするか？ 

（東京ディズニーランド、御殿場のアウトレットなど、来場者の多くがクルマで来て

いる施設で、大地震時にどうするか、警戒宣言が出た場合にどうするか、などにつ

いても、地震時の消防計画をより広域な防災計画と整合させる必要があるのではな

いか。） 

・計画の実効性をどう担保するかの検討が必要 

 （エリア単位の防災計画の必要性は誰しも理解できるが、大地震発生直後にエリア単

位で発生避難者をコントロールすることは、「誰が行うか」を考えると不可能に近

いのではないか。発生避難者を大規模施設のコントロール外に出してしまったら、

それ以降は公共で行うか、エリア単位で共同で行うしかないが、他の膨大な量の喫

緊の事態が発生するため、恐らく不可能。可能なのは、一定時間、施設単位でコン

トロールし、時間をかけて残留避難者を避難させていくことくらいではないか。） 

○ 本ＷＧの今後の進め方についてご意見、提案等ありますでしょうか。（例：

ヒアリング候補、追加調査の必要性等） 



2011.10.20 

(財)建設経済研究所 丸谷浩明 

 

 

防災 WG 第 1 回会合用メモ 

 

○本 WG で検討するターミナル駅周辺等の機能・人口が集積したエリアにおけるエリア単位で

の防災計画には、どのような事項を盛り込むべきとお考えでしょうか。 

 

A) 「エリア単位での防災計画」に盛り込むべき事項は、エリアの中における企業、公的組織、

住民組織等の各主体について、どの程度の強制力を与え、あるいは具体的メリットを与え

る計画とするかよって、内容が異なると思われる。段階分けしてみると、①強制力を持つ

計画（都市計画規制、消防計画規制などを活用？）、②任意だが協力者に制度的メリットを

与える計画、③任意の紳士協定的な計画（薄いメリットしかない）、などになるのではない

か。 

B) ①の強制力を持つ計画は、人口の集積度が非常に高いことから特に強制する必要があるこ

とを示せる事項のみになると考えられる。アイデア：沿道建物の耐震診断の受診義務・耐

震性確保義務、附置義務備蓄品倉庫（部屋）など。 

C) ②の計画は、駅前混雑等の対策として事前に一定の施設・設備を整備した主体に補助を与

える方法、地震発生直後、一定の社会貢献をする企業にメリットを与えるような内容と考

えられる。後者の社会貢献の例としては、1 階部分などに帰宅困難者を受けいれる企業を

自治体に登録する仕組みとし、容積率、課税標準等の面でメリットをあたえる、企業とし

て消防団に加入した場合には、自治体の調達でメリットを与えるなど。 

D) なお、②のメリットの中に、余震で建物被害が出た場合の建物管理者責任を地元行政がと

り建物所有者・管理者は責任を問われないこと、ボランティアとして帰宅困難者の誘導に

当たった社員が余震その他で死傷した場合の、補償支払い（消防団並みなど）などの法的

責任、補償責任に絡んだメリットも重要なものとして考えられる。 

E) ③の任意の紳士協定的なものは、ボランティア的な相互協力の事項などになるのではない

か。その社会的な意義の一つとしては、持っている物資としてのリソースの量、非常時に

地域支援に充てる社員の数などを、開示することに応じてもらえるならば、有意義。（次項

を参照のこと。） 

F) 企業の事業継続の観点から考えると、大企業では、地域連携の立場と経営継続の立場の 2

つの立場を持つと考えられる。前者は被災後も地域内に居続ける理由となるだが、後者は

混乱する被災地を脱出して代替の拠点で業務を行うことが合理的となる場合が多いと思わ

れる。つまり、企業の対応は一律ではない。ただし、災害直後の段階では、生命・身体を

守り、できれば財産も守るということは、企業の対応は全部に共通。その後、初動の混乱

がひとまず収まり、地域内で備蓄品配付を始めるような段階以降は、事業継続のため、被

災地から出ていく可能性が出てくるであろう。 
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○上述のエリア単位の防災計画を策定することにより、こうした計画が策定されていない現状

と比較して、どのような点が具体的に改善されることが期待されるとお考えでしょうか？ 

 

A) 現在、ターミナル駅への押しかけと混乱、幹線道路を歩き始めることによる緊急車両・緊

急物資輸送への支障、被災者への水￥食料の配付が行きわたりそうにないことなどは、事

柄としては認識されているが、地域内でこれらがどの程度の深刻な問題になり、実施よし

ようとする対策がどの程度の効果なのか（焼け石に水か、半分くらいは効果があるか、概

ねコントロール可能かなど）を、ある程度定量的な感覚で想定できるようになる。 

B) 災害対応に関して BCP のアプローチの有効性があるとすれば、必要なリソースがその時点

で確保できるのかどうかに着目し、その対応や行動が本当に実施可能かを判断していくとこ

ろと考えている。このアプローチを適用するには、その地域のリソースの量を決める「主な

主体」に対して全般的に網をかけないと判断できないが、当該地域でエリア単位の防災計画

を作り、地域の主体を全般的に巻き込むことで、それが可能な方向に近づく。 

 

 

○本 WG の今後の進め方についてご意見、提案等ありますでしょうか。）例：ヒアリング候補、

追加調査の必要性等） 

 

A) WG の進め方については、被害発生が勤務時間中なのか、休日の昼間なのか、夜間なのか

で、状況が大きく変わることが見込まれることを、明確に認識して検討を進めるべきと考

える。 

B) ターミナル駅の混乱を避ける有力な方法の一つは、帰宅を希望する人の子供が、確実に幼

稚園、小学校で預かってもらえるかどうかにかかっている。つまり、話はその地域内で閉

じないことが多いので、その点も認識して議論を進める必要があると考える。 

C) ヒアリング候補としては、当協力駅防災隣組及びその事務局も兼ねる(財)都市防災研究所

の方々からのヒアリング、千代田区と中央区の双方からのヒアリング（中央区には駅の近

くに避難者を誘導する空き地がなく、千代田区との連携が必要とみられるが、連携の可能

性を評価する必要がある。） 

 



第 1回防災 WG メモ（村上） 

 
○ターミナル駅周辺等の機能・人口集積エリアにおけるエリア単位での防災計画にどのよ

うな事項を盛り込むべきか？ 

（１）被害の特殊性について（大量の昼間人口を抱える業務時間帯に発災した場合） 

  ・滞留者対応 

  ・徒歩帰宅者対応、帰宅困難者対応 

  ・傷病者対応 

  ・経済的影響への対応、など 

  ※被害の定量化も必要？  

（２）エリア防災計画（≒DCP）について 

 地域防災計画と、個々の企業が策定する BCP ではカバーしきれない、地域としての災害

対応力向上、社会的・経済的活動の維持・継続、早期復旧能力向上を図る対策を実施する

もの（上記（１）のような地区として対応が求められる被害） 

 ①生命保全に必要な要素（従来の地域防災計画の力点） 

  建造物（躯体、2次部材、設備）の耐震性、什器等の転倒防止、水・食料、避難場所、 

など 

 ②生命維持に必要な要素 

  通信、電気、トイレ、担い手、医療機能、災害弱者対応、など 

 ③機能継続と早期復旧に必要な設備と機能 

  上下水道、電線網、ガス低圧管網、電話網、物流機能、道路交通・鉄道、など 

（３）運営組織について 

 エリアマネジメント組織の設置、既存組織（駅前滞留者対策協議会など）の活用、など 

（４）地域防災資源の有効活用について 

 モノ、ヒト、カネの集積 
広大な足下空間、強固なライフライン・インフラ、多様な業種の集積（医療機関、通 
信事業者、ゼネコン、デパート、ホテル）、など 

 
○エリア防災計画（≒DCP）の策定により、どのような点が改善されるか？ 

（１）昼間人口・経済が集積するエリアが抱える課題（上記（１））の解決 
（２）社会的・経済的活動に関わる基盤的施設の整備・維持・管理の仕組み 
（３）地域の被災対応環境の整備により、企業個々の BCP の実現・推進 
（４）地域ブランド力の向上、地域活性化 
（５）他の活動への波及効果（低炭素型都市活動など） 

 
○今後の進め方について 

（１）モデル地域の選定 
（２）モデル地域を対象としたエリア防災計画の具体的検討と実現可能性の検証 
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エリア単位の都市防災 WG メモ_2011/10/12 by 朝倉康夫＠東工大 

 

計画に盛り込むべき事項 

地震発生からの時間の経過とともにリスク要因や対応策をリストすることは良

いと思うが，想定される地震の発生時刻・平休日・季節等により複数の表を用

意したほうが具体のイメージを作りやすくなるのではないか． 

 

関連して，特定のエリアを対象に，特定の時刻に就業・来訪・居住している人々

の数や属性の内訳を集計（たとえば PT 調査等から）し，人的被害を受ける可能

性のある人数等を調べておいては． 

 

対策をリストしたとして，誰(player)がそれを実行するかの「役割分担（または

行動ルール）」，「費用負担」の議論．実践レベルの協議会での議論かもしれ

ない． 

 

解決すべきリスクの「優先順位」の議論．同上． 

 

広域（または施設単位）の防災計画との整合，または，分担の議論．とくに，

警察・消防・医療の活動について，エリア防災計画の守備範囲を明らかにして

おくこと．エリアの自主防災組織のイメージ？ 

 

すべての項目を盛り込むことはできないと思うので，盛り込まなかった項目（計

画ではカバーできていないもの）は何かを記しておくこと． 

 

期待できる効果 

これまでの体制では対応できていないリスク項目，複数の player が重複して対

応していた項目等を明らかにすることができ，行政，インフラ事業者，一般企

業等，関係する player の役割が明確になること．情報の共有化も期待できる． 

 

計画そのものの効果というよりも，計画策定プロセスの中で関係する player が

協議できる場（これまでそれが存在しないとすると）が形成されることに意義

があるのではないか． 

 

WG の進め方等 

神戸等，最近の地震で都市中枢部が被害を受けた都市の経験や計画対応をヒア

リングしてはいかがでしょうか？ 
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