
第 1 回会議のプレゼン、配布資料、議論 
 及び事務局追加試案による論点整理（未定稿） 

 

１ 標準化推進の背景、必要性 

 

（１） 災害対策基本法改正（第 1 回検討会議 参考資料１） 

災害対策基本法改正において、各防災関係機関の役割分担や相互連携協力・応援、多

様な主体の自発的防災活動などについて、基本理念はじめ関係規定に定められた。こう

した改正を受け、実際の災害対応において、これらを実効ある現実のものとしていくた

めには、各防災機関や多様な主体が行う災害対応が、一定の基準、ルール等に基づき、

統一性、共通性を確保しつつ実施されることが、不可欠であり、このため、災害対応の

標準化を積極的に推進していく必要がある。 

 

（災害対策基本法） 

（基本理念）  

第二条の二  災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。  

二  国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力

を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主

防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）

その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。 

 

（円滑な相互応援の実施のために必要な措置）  

第四十九条の二  災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その

所掌事務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援

を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協

定の締結、共同防災訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応

援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

 

                            等          

 

（２）中央防災会議関連報告書（第 1 回検討会議 参考資料２） 

 東日本大震災の教訓等を踏まえ、今後の防災対策のあり方を検討した防災対策推進検

討会議報告書や南海トラフ巨大地震対策においても、標準化の推進について指摘されて

いる。 

 

ア 防災対策推進検討会議報告書 

資料５ 



 ・国と地方公共団体間、地方公共団体相互間の広域応援を総合的かつより円滑に実施

するため、可能な範囲で災害対応業務のプログラム化、標準化を行うべき 

・ボランティア、ＮＰＯ，ＮＧＯ等の被災地での受入体制の整備、活動上の安全の確

保、被災者ニーズ等の情報の提供などの方策を確立すべき 

 

イ 南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）   

   ・災害応急対策は、オールハザードアプローチの考え方に立ち、様々なタイプの地震・

津波、更には複合災害も想定して、対応ができるよう、備えを強化する必要がある。 

   ・広域的な活動を円滑に行うために、国、地方公共団体、その他の防災関係機関及び

関連事業者は、活用資機材の名称や規格、活用要員の呼称と能力要件、取り扱う書

類の様式等に関する標準化・共有化や、必要に応じてそれを活かした支援アプリケ

ーション類の開発を進める必要がある。 

 

（３）米国 NIMS(National Incident Management System)の取組み 

米国が 9.11 の後に取り入れた国全体、官民も含めた中での危機対応能力の標準化の取

組みがなされており、日本としても大いに参考に取組を進めるべきである。 

  

（NIMS の構成要素） 

ア 災害対応力の平時からの向上 

 計画策定、活動手順、研修、訓練、資格認定、装備 

イ 情報処理能力の向上 

 状況認識の統一、相互運用性の確保 

ウ 資源管理能力の向上 

 形式、在庫、編成、配送、管理プロセス 

エ 指揮・組織運営能力の向上 

 ICS、相互応援体制、広報 

オ 継続的な改善 

 

（４）ISO/TC223（社会セキュリティ）の動向 

2001 年 9 月のアメリカ同時多発テロ後、アメリカが ISO に対し危機管理に関する標

準化の検討開始を提案。「社会と組織の危機管理と事業継続の能力向上に関する標準化」

を視野に 2006 年 5 月、ISO/TC223（社会セキュリティ）設置。日本は 2006 年 10 月

に国内委員会を設置、参画。 

こうした危機管理等に関する国際的な標準化の動きにも、適切に対応していくべきで

ある。  

 



ア ISO22301：事業継続マネジメントシステム要求事項 

① 現状分析 

事業継続の対象決定、事務フローの同定、リスクシナリオの仮決定 

② 方針策定 

経営幹部の関与と指導、方針決定 

③ 計画策定 

制約条件の明確化、リスク評価とインパクト分析、事業継続計画の策定、予防計

画策定、危機管理計画作定 

④ 実施 

資源・役割・責任・権限体制、 IPOCM(incident preparedness operational 

continuity management)を支える風土づくり、研修・訓練、情報処理体制、規

程遵守、財務・総務  

⑤ 効果測定 

システム評価、業績評価とモニタリング、評価手法、見直し、維持・管理、自己

評価と内部監査 

⑥  幹部評価 

 

イ ISO22320：危機管理危機対応要求事項（JIS 化作業中） 

国際レベル、国家レベル、地域レベル等で危機対応に関与するあらゆる組織に適用 

① 組織内指揮統制 

指揮調整、組織構造及び手順、意思決定支援、トレーサビリティ、情報管理、 

相互運用性 

② 活動情報処理 

迅速、有用な情報収集等のための作業プロセス、データ収集及び管理のあり方 

③ 部局間・組織間協力連携 

指揮調整プロセスも含む 

 

○大規模災害は誰にとっても初めて体験するもので、相互応援は実際には大変難しい。

どうするのかその場で一から考え始めないと結論が出ないため、決めるのに時間がか

かる。最悪は、やるべきだと思うことが人によって違い、まだらが起こること。それ

が結果として時間もかかるし選択肢も狭いし、ばらついた対応になるため、質が低く

なってしまう。そこを改善するために標準化がある。 

○定型化できるような繰り返し起こる業務は標準化しておくべき。事前に計画をつくっ

ておいて、その計画に従って現場に権限を移譲し、どうなっているかの報告を求める

ということでたくさんのスタッフを使える。決定権限を持つ人は、新しい種類の問題

について、みんなで状況認識を共有しつつ対応計画を立てる。こういう役割分担をす



べき。 

○標準化により、災害が起きているときに、他の自治体等はどうしているのか、被災地

ではどういう状況でどういう対応を迫られていて、どういう困難に直面していそうか

ということがある程度想定できる。連携して対応する場合も、１足す１が２ではなく

て３ぐらいにひょっとしたらなるかもしれない。 

 

２ 災害対応標準化推進基本方針 

 

（日本版 NIMS の推進）（第 1 回検討会議 参考資料３等） 

 災害の種類、規模等を問わず、あらゆる災害に対して、防災関係機関等が必要な連携を

確保しつつ、迅速かつ効果的効率的な災害対応の遂行に資するため、国、地方公共団体及

び指定公共機関（以下、「行政等災害対応組織」という。）並びに企業、ＮＰＯ、自主防災

組織等（以下「民間災害関連活動組織」という。）を通じて、組織、活動、コミュニケーシ

ョン等幅広い観点から、ハード・ソフトを通じて、標準化を積極的かつ継続的に推進する。 

 このため、以下により、規格基準等を定めてその普及を図る等、災害対応の標準化推進

を図るものとする。 

  

（１） 災害対応要求事項            

NIMS を基本としつつ、マネジメント関係については、ISO22301 を参考に、一つの大

項目にまとめる（事務局試案）。また、ISO22320 に倣い、組織内の基準と組織間連携の

基準を分ける。 

なお、民間災害関連活動組織における要求事項の普及等については、必要な配慮をし

つつ、その積極的な推進を図るものとする。 

 

○民間企業、NPO・NGO 等々を含めた協働を拡大する方向に標準化、これまでの地域

防災計画では、十分ではない。 

 

[災害対応要求事項項目] 

ア 災害対応要求事項 

（組織内） 

① 災害対応標準プログラム（対策本部組織、責任体制、活動手順等） 

② 情報処理（状況認識・用語、データ形式、通信・情報システム等規格） 

③ 資源管理（防災資機材・物資等の規格、保管・配送等標準プログラム） 

（組織間等） 

④ 行政等災害対応組織間連携（指揮調整含む。）標準プログラム 

⑤ 行政等災害対応組織と民間災害関連活動組織間の連携標準プログラム 



 

イ 災害対応準備マネジメントシステム要求事項 

① 平時の推進組織 

② 研修教育、訓練（計画の作り方（Planning）の理解向上含む）等  

③ 改善プログラムの作成、実施・反映 

④ トップ主導による PDCA サイクル 

 

（２）災害対応標準化の推進方策  

災害対策基本法に基づく防災計画制度を積極的に活用し、災害応急活動等及びそのた

めの備えに関し、標準化を推進する。その際、手続に関するものと実務に関するものを

明確に整理して推進する。                       

 

※災害対策基本法 

（防災基本計画の作成及び公表等）  

第三十四条  中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防

止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれ

た災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認め

るときは、これを修正しなければならない。  

第三十五条  防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一  防災に関する総合的かつ長期的な計画  

二  防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 

三  前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準と

なるべき事項で、中央防災会議が必要と認めるもの  

２  防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。  

一  国土の現況及び気象の概況  

二  防災上必要な施設及び設備の整備の概況  

三  防災業務に従事する人員の状況  

四  防災上必要な物資の需給の状況  

五  防災上必要な運輸又は通信の状況  

六  前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項 

   

３ 災害対応要求事項項目毎の検討 （各委員意見、事務局資料等を踏まえ、事務局整理） 

                         ※は、各項目関連法令等 

２．で掲げた災害対応要求事項項目毎に具体的論点等を整理、検討。 

 

（１）災害対応標準プログラム 



  ※災害対策基本法上の災害対策本部 

①市町村災害対策本部、都道府県災害対策本部 

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に防災の推進を図るため必

要があるとき 

②非常災害対策本部（本部長：国務大臣） 

非常災害が発生し、被害の規模等により、災害応急対策を推進するため、特別の

必要があるとき 

③緊急災害対策本部（本部長：総理大臣） 

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、災害応急対策を推進するため、特別の

必要があるとき 

   

○縦割りをどう無くしていくのか。そのためには、機能の分担とか経費の負担、ある

いは政府部内の意思の統一をどう図るかを十分検討。 

  ○国がまず率先して標準化に取り組むのがよいのではないか。 

   

  ※米国国家緊急対応枠組（national response framework）、緊急支援機能（emergency 

support function） 

 

（２）情報処理（状況認識・用語、データ形式、通信・情報システム等規格） 

ア 各種用語の統一 

イ 活動主体間の通信手段、データ等の共有化の推進 

ウ 各種システム（防災情報収集、安否情報、被災者台帳、罹災証明等）の相互乗り

入れ等連携強化 

エ 地理空間情報の積極的活用 

    

○地図と座標の共通化とそれを用いた訓練の実施必要 

 

（３）資源管理（防災資機材・物資等の規格、保管・配送等標準プログラム） 

ア 規格化の推進 

統一調達シートの作成 

  イ 国、地方公共団体、民間の連携手順 

    

（４）行政等災害対応組織間連携（指揮調整含む。）標準プログラム 

ア 活動主体単位で必要とされる機能 

総指揮官、実施責任者、総務・兵站責任者等 

※米国 ICS 



イ 都道府県単位の災害対応組織連携（都道府県、市町村、関係機関、民間組織等） 

 ※災害救助法 

都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な

救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければな

らない 

ウ 協定等による主体的広域連携の発動、法令等による国等からの要請等による広域

連携の発動、災害規模のレベルに応じた体制構築 

 ※災害対策基本法 

①被災市町村からの応援の求め等 

・被災市町村 →市町村 

 ・被災市町村 →都道府県 

・被災市町村 →（都道府県）→自衛隊（災害派遣） 

②被災都道府県からの応援の求め等 

・被災都道府県→都道府県 

・被災都道府県→自衛隊（災害派遣） 

・被災都道府県→指定行政機関等 

・被災都道府県→（内閣総理大臣）→都道府県 

③応援調整 

・都道府県知事 指示・求め→ [市町村→被災市町村] 

・（非被災都道府県→）内閣総理大臣求め→[都道府県→被災都道府県] 

  ※災害救助法 

    ・内閣総理大臣 救助指示→[都道府県知事→被災都道府県知事] 

 

エ 国、都道府県、市町村の各災害対策本部の役割分担・連携のあり方 

 

○国がやることは、情報の処理と資源管理。必要なところに必要なものを必要なタ

イミングで送り届けられるかということが国に求められている。都道府県レベルで

もやってもらう。市町村が前線と考えると、市町村・現場をどう支援すべきか、足

りない資源を調節するということが大事。また、現場に行ったときに、やることが

ばらばらではうまくいかないので、そういうものについてはオペレーションとして

標準化しておく。 

○受援体制の整備が必要。 

 

オ 指揮調整プロセス、連携調整責任者による組織間連携手続 

※災害対策基本法 

①市町村災害対策本部長の当該市町村の教育委員会に対する指示 



 ②都道府県災害対策本部長の当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に

対する指示 

 ③非常災害対策本部長の関係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の

執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対する指示 

 ④緊急災害対策本部長の関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、

地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関

に対する指示 

 ⑤市町村長等の行う応援において、応援に従事する者は、受援市町村長等の指揮

の下に行動 

 ⑥都道府県知事等の行う応援において、応援に従事する者は、受援都道府県知事

等の指揮の下に行動 

 

○市町村に多くの応援部隊が駆けつけた場合に、なかなか市町村長等では仕切り切

れない。 

○標準化の中で、責任体制をどうするのかを議論する必要がある。 

 

カ  被災地の実情に即した総合的かつ継続的な応援等を迅速かつ円滑に実施（第 1 回

検討会議 参考資料４） 

・支援対策本部の設置及び事務 

・現地連絡調整事務所の設置及び事務 

・災害フェーズに応じて、適切に体制等を再構築 

・広域拠点の活用 

・広域一時滞在者の受入れプログラム 

    

（６）行政等災害対応組織と民間災害関連活動組織間の連携標準プログラム 

 

ア 災害対策基本法に基づく地区防災計画の策定推進、連携要領の作成 

※災害対策基本法 

地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区

防災計画を定めることを提案できる。（平成 26 年 4 月施行） 

イ 自主防災組織、ボランティア、ＮＰＯ、企業等における備蓄、災害時行動規範 

ウ ISO22320 の JIS 化とその推進 

エ 企業等 BCP 策定推進とその普及啓発 

※「事業継続ガイドライン」（内閣府平成 25 年 8 月改定）（第 1 回検討会議 参考資

料６） 

・サプライチェーンの視点も含め、産業競争力強化にも有効 



・行政・社会インフラ事業者の取組みとの整合性の確保 

・地域との共生と貢献 

オ 企業との協定、協議事項等の標準モデルの作成、普及推進 

カ 防災資機材、防災グッズ等の標準推奨規格作成の推進 

 

○自助とは言っているが、実質、公助に頼る傾向が非常に高い。 

○市町村行政に対する信頼度が非常に高いことに着目し、標準化に取り込むべき。 

 

[事業者等への強制的な措置（災害救助法等）] 

・指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところによ

り、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産、集

荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う物資の保

管を命じ、又は救助に必要な物資を収用することができる。  

・都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建

築工事又は輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。  

・都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、病院、診療所、

旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の

生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取り扱う

物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。  

 

（７）標準化推進に関するマネジメントシステム規格 

  ア 平時における災害関係組織 

・防災計画の策定及び実施・進行管理体制、災害応急活動等の備えを担当する者

の専任化等 

  イ 研修教育、訓練推進 

・計画の作り方（Planning）の経験 

  ・丁寧な図上訓練の定期的な実施  

ウ 防災専門家の養成（防災関係機関に限らず、広く養成） 

・防災に関する標準テキスト（内閣府）（第 1 回検討会議 参考資料５）  

・防災に関する資格制度の検討 

エ PDCA サイクルの推進 

  ・トップ主導 

  ・数値目標等の設定 


