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Abstract

　In　Japan，　there　is　concem 　that　great　earthquake 　disasters
，
　in　Tokai

，
　Tonankai

，
　Nankai

and 　the　Tbkyo　Metropolitan　area
，
　could 　occur 　within 　the　next 　fヒw 　decades，　Once　one

of 　these　disasters　happens
，
　a　larger　number 　of 　deaths　than　in　the　l　995　Great　Hanshin−

Aw 句i　Earthquake　Disaster，　which 　killed　more 　than　6
，
000　people，　could 　possibly　occur ，

Therefbre
，
　it　is　necessary 　to　find　an 　early 　solution 　to　the　problem　of 　nlortuary 　care

and 　cremation 　of 　deceased　people　after 　large−scale 　disasters．　However
，
　there　has　not

yet　been 　enough 　discussion　about 　how 　to　deal　with
，
　bury

，
　and 　cremate 　dead　bodies．

This　study 　first　sorts　out　several　problems　related 　to　mortuary 　care 　and 　cremation 　by

examining 　34　documents　of 　the　Great　Hanshin −Aw 句i　Earthquake 　DisasteL　Next
，
　it

identi五es 　remaining 　problems　after　the　Great　Hanshin−Aw 句i　Earthquake　Disaster．

Third
，
　it　analyzes 　new 　issues　related　to　the　mortualy 　care　and 　cremation 　when 　large・

scale　disasters　occur ．　Finally
，
　several 　important　findings　are 　provided　fbr　improving

present　problems　in　the　Japanese　system 　ofmortuary 　care 　and 　clematiQn ．
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1． は じめに

　本論文は ， 大規模災害 の 発生 に ともな い 多 く

の 犠牲者が想定され て い る に もかかわ らず ， 「遺

体の処置 ・ 埋 火葬」 に関す る議論 が 十分で な い

現状 をふ ま え，過去 の 事例 で 浮上 し た 問題点，

お よび，今後 の 大 規模災 害時 に 発生す る と予想

さ れ る 問題 点を整理 し，そ の 改善策 を提 案す る

こ とを目的 とする もの で あ る 。

　「遺体 の 処置 ・ 埋火葬」 に焦点を あ て る 理 由と

して ，第一に，数万人規模 の 死者 の 発生が 想定

され て い なが ら， 死者 へ の 対応 に つ い て はあ ま

り検討 さ れ て い な い こ とがあ げ ら れ る 。 内閣府

の 中央防災会議が行 っ た被害想定 に よ る と ， 東

海 ・東南海 ・南海地震が 同時発生す れ ば ，最大

24，700人
］）’2｝

，首都 直下地震が 発生す る と最大

13，000人 が犠牲 に な る と想定 され て い る
3）

。 防

災 基本計画に よ る と， 防災 と は 「わが 国 の ，国

土 な らび に国民 の生命 ， 身体お よ び財産を災害

か ら保護す る，行政上 最 も重 要な施策」 と定義

され て い る
4〕
。よ っ て 国や地方公共団体は 防災

対策強化 に 向け て の 取 り組 みを行 っ て い る が，

そ の ほ とん ど は 災害時に い か に犠牲者を軽減 で

き る か と い うこ と に 力を注ぎ ， 犠牲 とな っ た死

者 へ の 対応 に 関す る議論 は防災行政に お い て 禁

断の 領域と な っ て しま っ て い る 。 しか しなが ら，

先 に述 べ たよ うな数万 人規模 の 死者 の 発生が想

定 され て い る 現 在，そ して 昨今 の 大地 震 で 死者

が発生 して い る事実 を考え る と， わ れ われ は ，

犠牲者の 数を減 ら す課題 だ け で な く，死者 へ の

対応と い う問題 に正面か ら向 き合わ ね ば な らな

い 状況 に 立た され て い る 。

　第 二 の 理 由と して，早 期に 火葬を終了す る こ

と は ， 被災者で もある遺 族 の 心理 的回復 に強 く

影響す る こ とが あげ ら れ る 。 数千人規模の 犠牲

者が 発生 し た 阪神 ・淡路大震災に お い て は，遺

体を前に 不安 か ら苛立 ちを見 せ る こ とが少な く

なか っ た遺族が，火葬後に は平静に な っ た
5）

と

い う心理 的変化が確認 さ れ て い る 。 た とえ 災害

時 で あ って も，遺族は も ち ろ ん ，わ れ わ れ 日本

人は，通常通 り，か っ ，で き る だ け早 く遺体を

葬 りた い
， と考え る 。 1985年に 発生 した 日本航

空機 123便 の 墜落事故で は数名 の 外国人が犠 牲

とな っ たが，遺族は 発 見 され た遺体に よ り死 亡

を確認す る と， 他の犠牲者 と とも に葬 る よ う依

頼 し，遺 体を持 ちか え る こ と は な か っ た と い う

事象が 報告 され て い る。一方で，日本人 はあ く

まで 完全遺体の 発見 に 固執 し，そ の 結果 身元確

認 作 業 も長期化 して い る
6）
。よ っ て ，死 者 へ の

対応 が な さ れ な けれ ば，遺族 は，自 らの 復旧
・

復興 へ の 第一歩を踏 み 出せ な い こ と と な る 。 っ

ま り，日本社会に お い て 「遺体 の 処置 ・埋火葬」

の 問題 を置 き去 りに した まま復 1日さ ら に復興へ

の 過程へ 移行す る こ と は で き な い の で あ る 。

　本論文が こ の領域 を対象 とする の は ， 先 に述

べ た よ う な 東海 ・東南海 ・南海地震，首都直下

地震 の 発生が 危惧 され て お り，阪神 ・淡路大震

災 を上回 る数万人規 模 の 死者数が推定 され て い

る 現 在，死者 へ の 対応 は 避 け て は 通 れ な い 問題

で あ る に もかか わ らず， 遺体の 処置 ・埋 火葬業

務に 関 し て ，体系的に検討 し た 論文は ほ と ん ど

な い こ と を理 由と す る。確か に ，遺体 の 処置，

火葬な ど
一

部 の 内容に着 目したもの
， もしくは ，

各機関 （た とえ ば警察な ど） の 立場か ら行 っ た

業務内容を報告 した もの （阪神 ・淡路大震災に

お け る各組織の報告書等） は存在す る 。 しか し

な が ら遺体の 処置 ・埋火葬業務に っ い て 体系的

な研 究は行われ て い な い の で あ る。本論文で あ

え て 「遺体 の 処置 ・埋 火葬 」 とい う領 域 に 注 目

した の は ， 遺体の 処 置 ・埋 火葬計画を立案す る

こ と は復旧 プ ロ セ ス を円滑に 進 め る こ と に っ な

が る と考え る か ら で あ る 。

　本研究を進め て い く上で，まず，大規模な遺

体 の 処置 ・埋火葬業務を行 っ た
一事例 と して 阪

神 ・淡路大震災時 の 記録 を収集 した 。 こ れ は ，

阪神 ・ 淡路大震災が ，我が 国 の 災害対応 の 中心

で あ る災害対策基本法が 改正 され る き っ か け と

な っ た大規 模災害で あ っ た こ と，
こ の よ うな大

規模か つ 広域的な 火 葬が行われ た事例は類を み

な い こ とを理 由とする 。 しか しな が ら阪神 ・淡

路大震災は 大都市に お け る直下型地震 の
一事例

に す ぎず，今後起 こ り うる広域災害で は新た な

問題が浮上 して くる こ と も考え られる 。 そ こ で ，
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表 1　 遺体の処置 ・埋火葬業務
9ノ’1° ）’22）

　　　病死

（診療 中に 死亡 ※ ）

　　　　　 異状死

（災害死 、死 因不 明 の 場合 など）

警察 へ の 届 け出

医 師 の立 ち あい に よ る検視

 

 

 

 

 

死亡診断書の 取得 医師に よ る検 案

（必要 で あれば行 政解剖〆司法解 剖）

死体 検案書 の 取得

  安置

  役所 に死亡届
・
死亡 診 断書 （死 体検案書） の 提 出

  役 所に 火葬許可の 申請

  役 所か ら火葬許可証の 取得

  火葬場の 予約

  葬儀の 開催

  火葬場に 搬送

  遺体 を火葬

  斎場か ら 火 葬証明 書 （印 ）の 取得

※ 死 因 が 加 療 中 の 疾 病と 無 関係 の 場合 は異状死 と同 じ過程 をた どる

つ ぎ に，阪神 ・淡路大 震災 時 の 事例 に加 え て，

東海 ・ 東南海 ・南海地震 ， 首都直下地 震 の よ う

な広域災害 に お ける火葬業務 の 特性を検討 した 。

こ れ に よ っ て，遺体 の 処置 ・埋火葬業務 の 問題

点を よ り普遍的な 観点か ら明確に する こ とを試

み た 。

　本論文 の 流れ は 以 下 の とお りで あ る 。 阪神 ・

淡路大震災か ら 10年経 っ た今，われ われが抱え

る遺体 の 処置 ・埋火葬業務 に お け る 課題 に っ い

て ，1）阪神 ・淡路大震災時の 遺体 の 処 置 ・埋火

葬業務 とそ の 問題点を報告書等の 文献 に よ る記

述か ら時系列で 整理 し， 2）現在 に お い て 改善 さ

れ た 分野 と未だ解決 され て い な い 問題 を明確に

す る 。 次に ，3）今後発生が懸 念 され て い る東海・

東南海 ・南海地震お よ び首都直下地 震 の よ うな

広域災害 時 に，新 た に生 まれ る 問題点に つ い て

指摘す る 。 最後 に
，

こ れ らの 過程 に よ っ て 明 ら

か とな っ た 「遺 体 の 処 置 ・埋火葬」 に 関する課

題 を整理 し，今後 い か に 改善 して い くべ き か に

つ い て の 提案を行 う。

2．遺体 の処置 ・ 埋 火葬業務の概要

　2．1　遺体の 処置 ・埋 火葬の 定義

　災害 時に おける遺体 の 対応 は ， 大別 して 1）

捜索，2）身元調査，3）検視 ・検案，4）処 置，

5）埋火 葬の 5 つ の 業務で ある
7〕

。 1）捜索は警察 ，
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消防， 自衛隊を中心 に 行われ る 。 ま た ， 2）身元

調査 ，3）検視 ・検案 に つ い て も専門家 （警察 ・

医師） に よる作業で あ る 。

一
方で，4）処置，5）

埋 火葬業務 は都道府県市町村 が，っ ま り地方公

共団体が そ の主体を担 うこ とに な る。

　本論文で は，専門的業務で は な く，災害時に

突発的 に業務 を行 う必要が あ る地方公共団体 の

遺体処置 ・埋 火葬の 対応 で あ る 4）処置，5）埋

火葬に 焦点を 当て る 。 そ の 際に，地方公共団体

が 密接 に 関わ る他組織 の 対応，す なわ ち 2）身

元調査，3）検視 ・検案に っ い て も，地方公共団

体 の 対応 の 域 は本論文の 検討対象 の 範囲と した 。

なお ， 災害時に お い て ，2）身元調 査，3）検視・

検案，4）処置 は 遺体発見後 の
一連 の 作業 で あ る

た め，本論文で は広義 の 意 味で 処 置と呼ぶ こ と

と した 。

　2．2　遺体の 処 置

　ま ず，わ れ われが 普段な じみ の な い 遺体 の 処

置 ・埋火葬業務 の流れ に っ い て 説明 して お こ う 。

表 1 は遺体を葬る た め に必要な 手続 きに つ い て
，

遺族 の 視点か ら，遺体 の 処置 ・埋 火葬業務を整

理 した もの で あ る。 本節で は遺体 の 処置に っ い

て，次 節 で は，埋火葬 に っ い て 説明 して い く。

　 2．2．1 検視 ・検案 （  〜  ）

　表 1 の   か ら  が遺体 の処置の 中で も特に検

視 ・検案 に関す る業務で あ る 。 こ れ を み る と，

病死 と異状死 の 大 きな 違 い は，異状死 の 場合に

検視 ・検案 の 過程 を要す る こ と で あ る こ と が わ

か る 。 まずは，異状死 の 場合に 必 要と な る死 体

検案書取得 の た め に 必要な過程で ある検 視 と検

案 に つ い て 整理 し て お く。

　検視 と は，検視官 （警察官）が犯罪性 の 有無

の 視点か ら，死 亡 の 状況 や死因調 査を行 う こ と

で あ り，検案 と は ， 医師免許を持っ も の が死亡

原因を調 べ る こ とを言 う。 病死 など病院等 で な

くな っ た場合は，診断医師に よ り死因が 明確で

あ る が，死因が 不 明瞭 で あ る異状死 の 場合，死

因を調 べ るため に検視 を行 う必要が あ る （刑事

訴訟法 229条 ：変死又 は変死 の 疑 い の あ る死体
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一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Natural Disaster Science

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Natural 　Disaster 　Soienoe

450 舩木 。河田 ・矢守 ・川方 ・
三 柳 ：大 規模 災害時に お け る遣体の 処 置 ・理 火葬に 関す る 研究

が あ る ときは，そ の 所在地 を管轄する地方検察

庁又 は区検察庁の 検察官は，検視を しな ければ

な らな い ）。

　法律 で は，検視 は検 察官 （検事）が行 うと規

定 さ れ て い る が ， 代行検視 と い う形 で
一般 的に

は検視官 （警察官）が行 っ て い る こ と が 多 い 。

検案 に つ い て は，通常，警察 に 依頼 された 医師

（警察が病死以外 の 死因特定，診断書 の 作成 を委

託 して い る医師）が検案書を作成す る 。 しか し，

東京都特別区 ・大阪市 ・名古屋市 ・ 横浜市 ・神

戸市 の 5地 区に お い て は死体解剖保存法第 8条

に よ る監察医制度が あ り，不審 死体 の 検案 や解

剖 を行 い ，死因を解明 す る こ とを任 務 とす る 監

察医が検案を行 うよう定 め られ て い る 。
っ ま り，

異状死 の 場合， 警察官等 に よ る検視，警察 に依

頼され た医師 も しくは監察医 に よ る検案を経 て

死体検案書が取得で きる 。

　検視 ・検案が 終わ る と，遣体 は ド ラ イ ア イ ス

等 の 処置が行われ，棺に安置 され る。

　 2．2．2　死亡届 の 提出・火葬許可申請 （  〜  ）

　次の 作業は，火葬許可証 の 取得 で あ る 。 「墓地・

埋 葬等 に関す る法律」 に よ り，一般 に 死者 の 火

葬 を行 う た め に は 市町村長 の 許可を 申 し出て，

埋葬許可証又 は火 葬許可証 の 交付を受け な け れ

ば な らな い と定め られ て い る 。 埋 火葬許可証 を

取得す る ため に は ， 役所に 死亡届 ・死 亡診断書

（死体検案書）を提出 し，埋火葬申請を行 う。こ

の 際に，死亡届 の提 出は，死亡 の 事実を知 っ た

日か ら 7 日以 内 に 行わ な けれ ばな らな い （戸籍

法第 86条）。 こ の
一

連 の 過程 の 中で ，多 くの 人

は医師 に よ る死亡診断書 （死体検案書） を取得

した後，葬祭業者に委託す る こ とと な る 。

　2．3　埋火葬 （  〜  ）

　埋火葬許可証 の 発行 を受 け た 後，火葬場 の 予

約 ・遺体 の 火葬 を行 う。 火葬場に は限 りが あ る

ため，場合に よ っ て は時間等 の 調 整が必要 とな

る。 火葬場 の 予約時間に よ り，葬儀等 の 日程を

決定 し， 葬儀を開催す る 。 そ の 後 ， 火葬場 に て

遺体を火 葬す る際に，埋火葬許可証 を斎場 の 職

員 に 渡 し，火葬 の 後，埋火葬許可証 に 火葬済み

の 印を受 け ， 埋 火葬許可証の 返還を受 ける。 以

上 が 埋 火葬 の 流 れ で あ り，通 常 ，
こ れ らに お い

て も葬祭業者が 代行 して 行 う作業で あ る 。

　厂墓地 ， 埋葬等に関す る法律」 に は ， 埋火葬の

決ま りと して ，火葬を行 うもの に 対 し て 以下 の

2点 が定め られ て い る 。 1）火葬 は死後 24時間

を経過 し た 後 で な け れ ば 行 っ て はな らな い （第

3条） こ と，2）火葬場の 管理者 は火葬許可証 を

受理 した後で な ければ火葬 ， 埋葬 は行 っ て は な

らな い （第 14 条） こ とで あ る 。 そ して ，災害時

の 決ま りと して ，災害で 犠牲 に な っ た人 の 死体

の 捜索 ・ 処置お よ び埋葬は，災 害発生 の 日 か ら

10 日以内に完 f しな けれ ばな らな い こ とと定 め

られ て い る
S ）

。

3．阪神 ・淡路大震災 に おける遺体の 処置・

　埋火葬業務

　本章で は，阪神 ・淡路大震災当時 の 遺体処置 ・

埋 火葬業務 の 実態を整 理す る 。 当時の 状況を最

大限 に 明 らか に す る た め に，神戸市 に お い て 遺

体処置 ・埋 火葬業務 の 対応に あ た っ た 各組織が

発 行す る報告書等を網羅 的 に 収集 し，そ の 内容

を整理 した 。 収集 の 手法は以下 の とお りで あ る。

阪神 ・ 淡路大震災 の 資料 に 関 して ， 数万点規模

の 所有量を誇 る 1） 阪神 ・淡路 人震災記念人 と

防災未来 セ ン ター震災資料 デ ータ ベ ー
ス ，2）神

戸 大学震災文 庫デ ータ ベ ース を 使用 し
， 神戸 市

の 遺体の 処置 ・埋 火葬に関係 し た 組織等の 記録

を収集 し た 。 そ の 際に ，神戸 市か らの 遺 体を受

け入れ た 他都市火葬場に 関 して は ， 明確 に当時

の 状況 を表す文献 の 入手が 困難 で あ っ た た め，

芦屋市， 西宮市が利用 した大阪 の 飯森霊pa　34） と

堺市 の 堺葬儀場の デ ー
タ

鰤
を用い る こ ととした 。

阪神 ・淡路大震災に よ る死者を受 け入れ る際 ，

ど の 斎場で も同 じよ うな状況 で 交渉が 行わ れ ，

対策が練 られ た と考え ， 神戸市の場合 と同一視

して も差 し支え な い も の と考え た 。 収集 した 資

料の 一覧 は表 2 に示すと お りで あ る。検視 に 関

し て は対応 の 中心機関で あ る警察 の 記録 42）に

詳 しい 。検案に 関 して は，文献 22）に詳細 に 当

N 工工
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452 舩木 ・河 田 。矢守・川方・三柳 ：大規模災害時に お け る遺体の処置 ・埋 火葬に関 す る研 究

時の 状況 が説明 して あ る 。 火 葬に 関 して は、文

献 34），35），43），45） に 詳 し く，特 に 45）は

火葬 の 専門家 の 立場か ら火葬場 の 状況，他都市

と の 協力体制 （広域 火葬）に っ い て 詳細 に 記述

して い る 。

　3．1　遺体の処置

　 3．1．1 検視 ・検案 （  〜  ）

　先 に 述 べ たよ うに ，災害 に よ っ て 死 亡した遺

体が 発見 さ れ た 場合 は ， 必ず検視 ・検案を受 け

る必要が あ る 。 阪神 ・淡路大震災時に は，業務

の 効率化 の た め 検視 ・検案業務が 同 じ場所 （主

に 遺体安置所） で 行わ れ た。 し か しな が ら，遺

体安 置所 と して計画 され て い た寺院や施設 が多

くの 避難者で 使用で きな い 状況が発生 したた め
，

遺体安置所 自体が不足 して い た 。 特 に死者の 多

か っ た東灘区で は，遺体 の 安置 に手間取 り，住

民か ら，「い っ ま で 放 っ た らか し に し と くん や」

と区 本部 に苦情が相次 い だ
41）

と報告され て い る。

ま た ， 住民 に よ る救護活動等に よ り，救 出され

た遺 体 は，近 くの 避 難所 へ 運 び込 まれ る 遺体 も

多 く，避難所イ コ ール 遺体安置場所と な る ケ ー

ス も少な くな か っ た。

　遺体は遺族 ととも に ，遺体安置所 に 搬送 され，

検視 ・検案が行わ れたが ， 引き取 り に来 た遺 族

の 家が 倒壊 ・焼失 して しま い ，自宅 に て 遺体安

置の 場所が 確保で き な い 遺族 もあ り，検視済み

で あ っ て もそ の ま ま 収容所 に 残 る遺体 もあ っ た

42）
。 被災地 で 次 々 と発見 され る遺体 に ，遺体安

置所や検視要員 ， 検視立 会医師 ， 納棺用 の 毛布 ，

棺等検視体制が対応 で きな い 状態 が
一

時的に 現

出 し，早期 に遺体 引き取 りを求め る遺族 の 中に

は不満を訴え る もの もあ っ た
42）

。

　統計に よ る と，1月 20 日の 時点 で の 認 知死者

総数 は 4
，
550名で あ り， うち 4

，
337名 の 検 視が

終 r して い る 。
つ ま り，発災か ら 4 日 目ま で に

は認知死者総数 の 9割以上 の 検視が行われ た こ

と に な る。 こ れ に 対 して ，警察 の 検視班 は 1 日

約 150名 の 体制で あ り、捜査員が 人手不足 とな

り， 毎日休憩な しで 作業をする状態で あ っ た
42）

と報告 さ れ て い る 。 ま た，棺 の 組み 立 て 要員，

遺体の 搬送要員 も警察の 検視班 か ら出さな けれ

ば な らな か っ た こ と，身元不明遺体は 確認 に 日

数，人手が か か る遺体 が 多 く，神戸市内 と尼崎

市内 の 寺 に 1箇所ず っ 身元不 明遺体安置場 所を

指定 し， 身元確認 を継続 して 行 っ て い た こ と ，

多数 の 遺体 は，発見場所お よび収容場所が 居住

地と異 な り，ま た，焼死や家屋 の 倒壊 の た め に

顔，形等が変形 し て 遺族 の 確認 の 困難な もの も

多か っ た こ と
42）

も記録 され て お り， 人 的資源が

充足 して い な か っ た こ とが わか る 。

　神戸市内は先に述 べ た 死体解剖保存法に よ る

監察医適用地域 で あ った が ，死者数に 対 して 監

察医だ け で は対応が 不可能 で あ る こ と か ら
一般

臨床医 へ も死体検案書作成 の 要請を行 っ た 。 確

か に ，

一般臨床医は 医療資源が限 られ て い る中，

救命の 可能性の あ る重傷者を治療す る こ とを最

優先 とす る必要が あ る 。 しか しな が ら，震災当

初は死体検案書を作成す る監察医の 不 足 に よ り，

死体検案書 の 発 行が遅 れ た た め こ の ような措置

を と らざ る を得なか っ た の で あ る 。 検案 の 応援

要請 は，早期に 日本法医学会 へ も行 っ て お り，1

月 19 日か ら医師派遣が 本格化 した こ とか ら，検

案体制が整い 始め て い る
31）
。検視・検案の 遅延は，

火葬 の 遅れ に もっ な が り，ま た，検視 ・検案が

終わ る ま で 遺体は ド ラ イ ア イ ス を詰め る等 の 防

腐措置は取 っ て は な らな か っ た こ とな どを考え

る と，こ の特別措置は，防疫対策 も考慮 して い

た と い え る 。

　検視 ・検案が終 わ る と，遺体 は棺に 納棺 され，

遺体 へ 防腐処 置が 行 われ た 。 震災当初 は ， 棺 ，

ド ラ イ ア イ ス 等，安置 に 必要な物資が不足 して

お り，区役所職員，警察，葬祭業者な ど に よ り

調達が 行わ れ た 。 しか し， こ れ ら の 物資調達 は

各自で 行 っ たた め，場所 に よ っ て 物資の 充足 に

格差が発生 した 。 例 えば ， 長田区で は ド ラ イ ア

イ ス は 「山の よ うに あ っ た 」が，灘区で は 「初

期に ド ラ イ ア イ ス が な か っ た が ，1月 21 日 に厚

生大臣が訪問 に こ られ， ド ラ イ ァ イ ス が必 要と

い っ た ら，必 要以上 に送 られ て きた」 と言 う事

実が あ っ た 。 ま た 須磨 区で は，「1月 20 日 に ド

ラ イ ア イ ス が まだ残 っ て い た の に，警察 の 手配
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と い う こ と で レ ン ガ 状の ド ラ イ ア イ ス が 400 個

送 ら れ て き て ， 木槌で細 か く砕 く新たな作業が

発生 し た 」
43）

の で あ る 。 また， ド ラ イ ア イ ス の

調達 を区役所，警察 ， 葬祭業者 の 3 つ の 機 関が

同時 に 行 っ た こ と に よ り，安置所毎に 必 要な 数

に 関す る情報が錯綜 した 例 もあ っ た 。 特に，区

内の 葬 祭業者が利 用で きた場合 と利用 で き な

か っ た場合 で は必要物資 の 調達 に 関 す る対応が

異 な っ て い た ． 東灘区で は ， 区内の 葬祭業者 5

っ の うち 4 つ が 被災 して 利用 で き な か っ た た め，

区 の 職員が八方手を尽 くして ，棺， ド ラ イ ア イ

ス を探 した が ， 中央区 と須磨区 で は葬 祭業者が

利用 で き た た め，物資 の 調 達 に は さ ほ ど の 苦労

はなか っ た
43）

。

　場所 に よ っ て 被害 の 程度 に 差 が あ る もの の ，

市内 の 各 区 で は，20 目前後に遺体安置数が最大

とな り，そ の 後 ， 遺体 の 処置 に 関す る業務 は落

ち着い て き た
3ア）

（東灘区 ：最大遺体安置数 1，019

体，灘区 ；749体，長田区 ：763体）。

　 3．1、2 死 亡届の 提出 ・死体火葬許可申請 （ 

　　　 〜  ）

　震災時の 神戸市の 地域防災計画 に よ る と，検

視 ・検案が 終了 し死 体検案書が 発行 され た 遺体

は 原則 と し て 遺族に 引 き渡さ れ る こ と が 規定さ

れ て い る。しか し な が ら通常時に は，遺体処 置

が終了 した後 の 業務 に っ い て は，葬祭業者 に委

託す る た め ，遺族 は火葬 の 手順等 に っ い て の 知

識が少なか っ た 。 また ， 知識が少な い の は 自治

体の 職員も同様で あ っ た 。 当時の 記 録 に よ る と，

遺体安置所を担当 して い た市 区町の 職 員は，検

視終了後に 遺族 へ の 引き渡 し の 終わ っ た遺体 の

措置等を委ね られ た が ，職員に は遺体処理 の 経

験が少 な く， 役所 へ の 死 亡届 の 提出，火葬 ・埋

葬許可書 の 申請，火葬 の 段取 りな どに つ い て の

知識 も少な く，遺族 に対 して 満足 な説明 の で き

る状態 で は なか っ た 。 そ こ で 各遺体安置所 に お

い て は，職員 に 替 わ っ て 検視 に 当た っ て い た警

察官が ， 遺族 に対 して 検視後 の 各種手続 き ・今

後 の 見通 し な ど に 関す る 説 明 を実施
27）’42〕

して

い た。
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一

方で ，火葬許可申請を発行す る役所 に視点

を移す と，被災地内 の 自治体も当然被災 して い

た こ とか ら，役所の 窓 口機能は停止状態で あ っ

た 。 こ の た め，厚生省 （現厚生労働省） に よ り，

特例許可 証 に よ る火葬 の 実施お よ び火葬許可証

の な い 火葬 の 実施を認 め る と い っ た 火葬の 于続

きが 簡略化 さ れ る措置が と られ た
。 通 常 で あ れ

ば，死亡診断書 また は 死体検案 書 を火葬 場 の 管

理者 に 直接提示す る こ と に よ り ， 火葬許可証 お

よ び特例許可証な しに 火葬 の 実施す る こ とは墓

地埋 葬法に 違 反す る こ と に な る 。 しか し な が ら，

阪神 ・淡路大震災 は大量 の 死者が 局 所的 に 発生

し た こ と，自治体が被災 して お り，許可証 の 発

行に 即 座に 対応で きる状況で な か っ た こ と等か

ら公衆衛生上 の 危害発生 の お そ れが あ り，やむ

を得な い と い う判 断 か ら，緊急時の 特例 と い う

対応が取 られた 。

　3．2 遺体の 埋 火葬 （  〜  ）

　震災当時 の 神戸市地 域防災計画に は，埋火葬

業務 と して ，火葬場の 確保，骨壷 の確保 ， 斎場

の 点検 ， 輸送手段 の 確保 （自衛隊 へ 車両 の 依頼，

パ ト カ
ー

の 先導依頼） を行 うと記述 され て お り，

発災 直後 の 3H 間，市 の 災害対策 本部衛生部斎

園課 は他市 の 斎場が利用で きるよ うに 奮闘 した。

しか し，発災直後 3 日間，神戸 市各区に お い て

の 埋 火葬 の 活動が 行われ た形跡 は ほ と ん ど な い

37〕
。

こ れ は，各区は発生直後，遺体の 処置が主

な 業務に な っ た こ と ， ま た市内で 発生 し た死者

数が 市内 の 斎場 の 火葬能力を大幅 に 超え た こ と

か ら容易 に埋火葬業務 を行え なか っ た こ とが考

え られ る
。

　 そ れ で は実際に被災地 で の火葬状況 を もう少

し詳 しく見て い こ う 。 神戸市内 に は 4 っ の 火葬

場 （甲南斎場，鴇越 斎場 ， 西神斎場，有馬斎場）

が あ っ た 。 し か し，有馬斎場 は 老朽化 の た め震

災前年 の 夏か ら休業中で あ り，炉 の 整 備や 人 員

を派遣 す る必要があ っ た た め 使用 さ れ なか っ た

23）’33）’　45＞
。 甲南斎場 鴇越 斎 場 ， 西 神斎場 は，

倒壊等 の 被害か ら免れ た 。 ま た，神戸市 に お け

る火葬炉 は全て 灯油式 で ， ラ イ フ ラ イ ン 被害
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に よ り火葬炉が 動か な い と い う事態 は発生 しな

か っ た 。 よ っ て ， 点検 ・ガ レ キ等撤去後 18 日 に

は 鴇越斎場 ， 西神斎場 の 2 っ が ，19 日に は 甲南

斎場が加わ り 3 つ 全 て の 火葬場が 稼動を開始 し

た 。 火葬業務 は通常通 り予約制で 行 わ れた。 神

戸市災害対策本部衛生部の 記録に よ る と
46）

， 震

災当初 は多数 の 遺族が乗用車，軽 ト ラ ッ ク で 直

接 ， 遺 体を運ん で こ られ，遺体 も最初 の 3 〜 4

日 は棺で な く毛布や 白布 に くる まれ て い る もの

もあ っ た 。

　神戸市内の 死 者数 は 19 日 に は 2
，
000人を越 え

て い た 。 しか し，市 内 3 っ の 斎場 の 火葬能力は，

150体／ 日 で あ っ たた め，震災か ら 2 日が 経過

した 19 日 の 時点 で ， フ ル 稼働 して も 2 週間か か

る状態 で あ っ た 。 そ の た め，火葬炉を延 長 して

1 日 3 体以上 の 火葬を 行 い
， 煙道 や 炉 体が過熱

状態 に な り異変が起 きた こ と もあ っ た
44）

。 火葬

時間 は 通 常 90 分か ら 110分 で あ る が
ee）
，火葬

場を フ ル 稼働 させ て い た た め，冷却時間が 通常

よ りか か っ て し ま っ た と い う報告 もある
44）

。

　 そ の た め ，震 災前 の 計画 で は他都市 の 斎場を

利用す る こ とは想定 して い なか っ たが，上記 の

現状か ら神戸市 は他都市 の 斎場を利用する検討

を始め た 。 神戸 市で は，兵庫県や 近隣の 他府県

に 応援要請を開始 し， 19 日 か ら兵庫県以外の 火

葬場が 犠牲者の 受け入れ を始め た
3S）

。 徐々 に 県 ，

市，区で 広域連携を行 う際の 統一
的な情報伝達

の 形が で き始め
， 21 日か ら自治体主導で の 遺体

の 広域的な火葬が実行 された 。 区が遺族 に要望

を聞き ， それを市が統括 し，搬送計画をた て る。

そ の 数 に も と つ い て ，県 も搬送手段 の 確保 に 協

力する，とい っ た
一連の 作業が行なわれた 。

　遺族が と っ た 遺体 の 搬送手段 は ， 1）自治体 の

手配 に よ る他都市へ の 搬送，2）自治体 の 手配に

よ る市内の 斎場 へ の 搬送，3）遺族 自らの 手配

に よ る他都 市 へ の 搬送，4）遺 族 自 らの 手配 に

よ る市内の 斎場 へ の 搬送，の 大 き く 4 っ に 分け

られ る 。 まず ， 自治体に よ る手配 1）2） と遺族

自らの 手配 3）4）を比較す る と，前者は 全体 の

15％，後者が 85％ で あ っ た 。 っ ま り，遺族が 自

ら搬送 し た り，葬祭業者を 利用す る等 の 方法 で

搬送 した ケ ース が 圧倒的に多 か っ た
27 ）

こ とが わ

か る 。 こ れ は，自治体 の 手配 に よ る 火 葬場へ の

遺体輸送 に は ， 複数 の 遺 族同行 へ の制限が あ っ

た こ とか ら，他 府県 へ の 遺体輸送に っ い て は遺

族が 自治体の手 に寄 らず，自ら手配 した ケ
ー

ス

が多か っ た と考え られる 。

　次 に ，他都市 へ 搬送 した場合 1）3） と，市

内 の 斎場を利 用 した ケ
ー

ス 2）4） に 視点を移

して み よ う。 他都市 へ の 遺体 の 搬送 は主 に 自衛

隊，警察の 協力を得て，実行 さ れ て い る。しか

し，パ トカ ーが 先導 して い て も ， 走行で き る 道

路が 限 ら れ て い た た め，県 内を出る の に，ま た

入 っ て か らか な り の 時間がか か っ て い る
33〕

。 ま

た， ト ラ ッ ク な ど に棺を重 ね て 搬送す る こ と が

で きなか っ た こ とか ら，一度 に輸送で きる遺体

数 も制限 さ れ て い た 。 こ の よ う に，交通事情が

悪か っ た こ と に 加 え，遺体搬送 と い う特殊性の

た め，搬送 は思 い 通 り迅速 に は行われ て い な い 。

自治 体手配 に よ る 他都市斎場を利用 し た 火葬は

1 月 30 日 ま で 行わ れ，延 べ 10 日間 で 366体 の

火葬を行 っ て い る 。 自治体手配 の 搬送先 が兵庫

県下，京都府下，大阪府下，岡山県下 と近 隣府

県に 限 られ て い る
一

方 ， 遺族 自らの 手配に よ る

他都市へ の 搬送 は，北 は宮城県，南は鹿児島県，

全国 346都府県で 行われ て い る
46）

。 これは，遺

族が遠方に住む親族を頼り，搬送 し，火葬を行 っ

た こ とが考え られ る 。 ま た，他都市で の 火葬を

希望 した ほ か の 理 由と して ，地元 の 火葬場の混

雑や効率化 した や り方に 同意 で きなか っ た こ と

が あげ られ る 。 例え ば，火葬場で の遺族 の最後

の 別れ や 拾骨 に っ い て も，後に 控え て い る被災

者 の ため に火葬を で き る だ け円滑 に 進め た い と

い う考え か ら，参列 で きる遺族 の 人数 を制限 し

た 火葬場 もあ り， こ の よ うな方法 に 違和感 を覚

え る遺族 たち は ， 自力に よ る他所 で の 火葬を希

望 した
47）

の で あ る 。 被災地周辺 の 火葬場で は ，

駐車場 に テ ン トを は り仮設告別式場を設 け た 火

葬場 もあ っ た が，ほ とん ど の 遺体 に対 して 葬儀

等 は 行う余裕 は なか っ た 。

　 こ の よ うに，他都市 へ の 火葬が 大規模 に行わ

れ る 中で ，あ くま で も地元 で の 火葬を希望 し，
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待機する こ とを選ん だ 人は，結果的に は 2 週 間

以上 待 っ た事例 もあ っ た
5）

。 阪神 ・淡路大震災

に お い て，最終的に遺体 の 処置 ・埋火葬が終了

した の は災害発生 か ら 20 日 が経過 して い た 2 月

6 日 で あ り，他都市で の 火葬が終了 した 1 週間

後 で あ っ た 。

4 ．阪神 ・淡路大震災以 降の 遺体処置 ・

　埋火葬業務

　本章 で は，阪神 ・ 淡路大震災以 降，遺体処置 ・

埋火葬業務 の 改善点 に つ い て 整理 して お く。 ま

ず， 地方 自治体 に お け る改善点 に つ い て ，次 に，

全国 レ ベ ル に おけ る改善点 に っ い て 述 べ る 。 前

者 に つ い て は ， 神戸市 の 地域 防災計画を と りあ

げて ，震災前後を比 較 して ，そ の 改善点に っ い

て検討 した 。

　神戸市を と りあげ た の は，以下 の 理 由に よ る 。

阪神 ・淡路大震災 で 特に被害を受け た 神戸市 に

お い て は ， 震災後 に 大幅な計画 の 改善が 行 わ れ

た 。 現在，神戸 市地 域防災計画 に 規定 され て い

る遣体の 処置 ・埋火葬業務計画は全国的に見て

もよ く精査 さ れ て お り，当時の 教訓を踏ま え た

きわ め て充実 して い る もの と な っ て い る 。 よ っ

て，神戸 市の 地 域防災計 画 は，実態 に 基づ い た

数少 な い 具体的か っ 詳細 な計画 と して 他 自治体

の モ デ ル と な る こ とが多 い 。 こ の こ とか ら，改

善 された現在 の 神戸市 の 地域防災計画は，多 く

の 自治体 の 計画を代表 した もの と考え た た め で

あ る 。

　本章で は，まず ， 神戸市 の 計画 に お け る記載

事項が 如何 に 改善さ れ た か に つ い て 整理 し， 次

に ，検視 ・検案 の 改善 に っ い て 述 べ
， 最 後 に，

全 国 レ ベ ル で の 火葬計画の 改善 に っ い て 述べ る 。

　4．1　自治体 に おける地 域防災 計画の改善 （神

　　戸市の 事例）

　震災前 の 計画 と現行の 神戸市 を中心 とした 遺

体 の 処置 ・埋火葬 を規定す る計画 （以下 ， 現行

の 計画と略）を比 較す る と
， 現行 の 計画は 震災

前 の 計画に 比 べ て 記載分量 が大幅に 増加 して い

る こ とがわか る 。 例えば，「捜索期間の 延長 の 必
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要性」， 「安置所不足 の 可能性」，「安置所 の 遺体

の 有無」， 「洗浄，縫合，消毒等 の 必要性」，「安

置期間の延長 の 必要性」， 「斎場 の 被害 の 有無」，

「市外斎場利用 の 必要性」，「火葬期間 の 延長 の 必

要性」 な どが挙 げられ，阪神 ・淡路大震災時に

問題 とな っ た こ とが，震災 を契機と して ，新 た

に 現行 の 計画 に反映され て い る。

　 こ の 結果，まず ， 震災以 前の 計画で は ， 臼治

体内で 対応不可能な ほ ど の 遺 体が 発生す る こ と

は考慮 して い な か っ た が，こ の 計画で 追加 さ れ

た事項をみ る と，他 自治体 に よ る応援 の 必要性

を認識 して い る こ とが 伺 え る。次 に ，ま た，震

災前の計画に お い て 遺 体の 処置 ・埋 火葬業務 は，

災害救助法に 基 づ き 「発災後 10 日以 内 に終 了す

る」 と規定さ れ て い る の み で あ る が，現行の 計

画で は 10 円 以 内 に 遺体の 処置 ・埋火葬業務を 終

了で き な い 可能性が あ る こ と を視野 に 入れ て い

る 。 特に ， 「安置期間の 延長 の 必 要性」「火葬期

間 の 延長 の 必要性」 に関す る項 目な ど は，10 日

以 内に終了 で きな い 場合の 対応 に関す る項 目で

あ るが ， 計画 に こ れ らを記 述す る こ と に よ り，

早 期手続 きの 実施を可 能 と して い る。現行 の 計

画で は ， 阪神 ・淡路大震災時 に個々 の 職員 の 臨

機応変 な対応 に よ る 意 思決 定 が文 中 に 明記 され

て お り，混乱期の 対応 を可能 な限 り統
一

化す る

よ う計画 して い る こ と が わ か る 。

　4．2　検視 ・検案 の改善

　阪神 ・淡路大震災以 降， 大規模災害時 に 備え て ，

検視 ・検案に 関 して もさまざま な改善が行わ れ

て い る 。 検視 に 関 し て は，歯科医師会 と 日本法

医学会が 中心 と な り，大規模災害 に 備え て 歯科

医に対 して検視講習を行 うと い っ た取 り組 み が

始ま っ て い る
4S）

。

　検案に 関 して は，日本法医学会が，平成 9 年

に 「大 規摸災害 ・事故時の 支援体制」 を提言 し，

災 害時死体検案支援体制 の 整備を行 っ て い る 。

こ れ に よ り， あ らか じめ 派 遣可 能者 の リス トを

作成 し，検案チ ーム を編成 して 現地に 派遣す る

こ とを可能 と し て い る 。 ま た，地方公共団体 の

試 み と して は，東京都が ，平成 9年に 東京都災
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害医療運営連絡会 を中心 と して 「災害時 に お け

る検視 ・検案活動等 に関す る共通 指針」を作成

して い る
22＞

。 兵庫県 は ， 震災当 時，

一般臨床医

が 的確 な死体検案書を発行で き な か っ た こ とを

教訓 と して ，県医師会 に よ る臨床警法医研 究会

が 発足 した （平成 13 年開始，臨床医の 死体検案

技術 の 向上 が 目的）。 また ， 日本法医学会 ， 監察医t

県警察本部 と の 合同会議に よ り検案医師の 配 置，

検案書 の 作成と発行方法 の統一が で き，死体検

案 の 体制が確立 され て い る
49 ）

。

　4．3　全国 レ ベ ル で の広域火葬の 視点の 導入

　前節で は神戸市 を事例 に あ げ，阪神 ・ 淡路大

震災以降，遺体処置 ・埋火葬業務 の 改善点 に っ

い て 整理 した 。 こ れ らの 改善 を よ り実効性 の 高

い もの に して い くた め に は，全国 レ ベ ル で の 制

度 や しくみが必要 で あ る 。 こ こ で は ， 現在，整

備 さ れ っ っ あ る全国 レ ベ ル で の 広域火葬 へ の 取

り組み に っ い て述 べ て い く。

　　4．3．1 広域火葬計画 の 策定

　震災 を契機 と して ， 平成 8年 1月 ， 厚生省 （現

厚生労働省）は厚生省防災業務計画
5°〕

を改定 し

た 。 厚生省防災業務計画 に は，広域火葬 の 円滑

化を図る た め の 「遺体の 火葬体制 の 整備」や 1
一
火

葬 デ
ー

タベ ー
ス の 整備」 等が追記 さ れ，災 害時

の 広 域 火葬 の 視点が制度 と して 組 み込 まれ た 。

　 ま た，平成 9年 に は ， 大規 模災害時広 域火葬

計画指針
51）

を まとめ，こ の指針に沿 っ て ，広域

火葬計画を策定す る よ う各都道府県知事宛に通

知 し て い る。広域火葬計画指針 とは，各都道府

県が策定 す る広域火葬計画に記載す べ き基本的

な留意事項に っ い て 定 め て い る もの で あ る 。

　 こ の 指針に お ける基本方針は，効率的 な広域

火葬 を推進するた め，個 々 の 遺族 に よ る火葬場

へ の 火葬 の 依 頼や 搬送等 を制限 し，可能 な限 り

都道府県 もしくは市町村が情報を管理 し， 火葬

場等 の 割 り振 りを実施す る こ と で あ る 。 指針 で

は，以下 の 11項 目 「被災状況の 把握」 「応援 ・

協力 の 要請」 「火 葬場 の 選定」 「火葬要員 の 派遣

要請お よ び受入」 「遺体保存対策」 「遺体搬 送 手

段 の 確保」 「相談窓 口 の 設 置」 「災害以外 の 事由

に よ る遺体の 火葬」「火葬状況の 報告」 「火葬許

可 の 特例的取扱」「引き取 り者 の な い 焼骨 の 保管」

に関する記 載を定め て い る。また，遺体 の 保存

の た め の 資機材 の 搬入車両 お よ び遺体搬送車両

に つ い て は，事前に 公安委員会等関連機関と 調

整 を行い ，緊急通行車両 と して取 り扱 う よ う計

画す る こ と を指示 して い る 。

　 4．3．2　遺 体対応 に 関す る災害時応援協定の

　　　 締結

　災害発生時の遺体の 処置 ・埋火葬業務 に関 し

て 阪神 ・淡路大震災 を 教訓 に 各種 団体 と自治体

は災害時応援協定を締結 した 。 例えば，東京都は，

大 量緊急 輸送等が必要とな る場合に 備え て ，平

成 11 年に社団法人全国霊 柩自動車協会 と遺体 の

輸送に 関す る協定を締結 し た り，全 日本葬祭業

協同組合お よ び社団 法人全 日本冠婚葬祭互 助協

会 と棺等葬祭用品 の 供給な ど の 協力に関す る協

定 を締結 した り して い る 。 社団法人全 日本冠婚

葬祭互助協会に お い て は 全 都道 府県が 協定 を締

結 して お り，協会も災害時に備え て棺約 10万本，

遺体収納専用袋約 5 万本，遺体衛生保存用薬品・

備品約 70名分などを各地に 備 蓄 して い る
52）

。

5。現在 の 遺体の 処置 ・埋火葬 に 関 す る

　問題

　3 章 で は，阪神 ・淡路大震災 時 に お け る遺 体

の 処置 ・埋火葬業務を概観 し，問題点や教訓 に

っ い て 整 理 した 。 4 章 で は ， そ れ を踏 まえ て ，

震災後 ， 各 自治体の 防災計画，お よ び，全国 レ

ベ ル の 制度 に お い て 改善 された点に つ い て まと

め た 。 し か し な が ら，現段階 で ，遺体 の 処理 ・

埋火葬 に 関す る問題点がす べ て 解消 したわ け で

はな い
。

　本章で は，阪神 ・淡路大震災規模 の 災害を 想

定 した と して も，未だ改善 さ れ て い な い，言わ

ば 置 き去 り に な っ て い る問題 お よ び ， 特に 配

慮 の 必 要 な問題 を挙げ ， そ の 改 善策に つ い て 検

討す る 。 さ ら に，次章で は．阪神 ・淡路大震災

の 規模を大幅に 上 ま わ る よ う な 大規模か っ 広域
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災害に お け る遺体処 置 ・埋 火葬業務の 課題 に っ

い て ，各 自治体の 火葬能力 ， 災害時相 互応援協

定に 関す る デ
ータ を も と に論 じ る 。

　5．1 遺族へ の 情報提供計画

　災害時に は，以下 の 理 由か ら，遺体引取相談

や火 葬相談窓口 の 設置を計画 し， 如 何に 遺 族へ

情報を提供す る か 検討 して お く こ とが重要で あ

る 。 1）災害 時 は関連機関 も被災 して お り， 火葬

場や 役場な ど の 機能が 停止 し，通常 と は 状況が

異な る可能性が ある こ と，2）埋 火葬業務は，一

般 の 人は知識が 少な い こ と， 3）遺族は被災 して

お り，混乱状況 に あ る た め，明確 な 手順を伝え

る必 要が あ る，と い う こ と か らで あ る 。 埋火葬

業務 と は ， 通常で あれ ば 葬祭業者に 委託する業

務 で あ る た め，…
般市民 の 知識 は少な い が ，大

規模災害時に は葬祭業者 自体 も被災す る可能性

があ る。災害時の 遺体の 取 り扱 い の 特殊性と遺

族 の 心情を考慮す る と，逐次相談で きる窓 凵 の

開設は不可欠 で あ る。窓 口 で は， リ ア ル タ イ ム

で 情報を提供す る必要が あ る た め，各市区役所

が 主体 とな り ， 役所内に 窓 口 を設置 す る こ と が

望 ま し い で あ ろ う 。 提供す べ き情報 は，使用可

能 な火 葬場 の 情報提供 ・予約代行 と混 雑状況 ，

火葬場 の サ
ー ビ ス 状況，遺体搬送手段 とそ の 制

約条件 （何名 の 遺族 の 同行が 可能か な ど），法的

処理 （火葬許可証 の 取得方法，災 害救助法 に 基

づ く各種補助 に っ い て ） な ど で あ る。ま た，対

応不可能 な こ とに 関 して も理 由と共 に 住民 へ 伝

え る
一

方で
， 遺族の 要望 の 取 り ま と め も行 う こ

が望 ま しい
。

こ れ らの 情報 を各相談員が持 ち，

組織間で共有 され た情報提供を心 が け る こ と が

重要 で あ る 。

　 そ の 際に，阪神 ・淡路大震災に お い て 浮上 し

た問題 点， い わ ば 阪神 ・淡路大震災か らの 教訓

で あ る以下 の 2点 に つ い て 留意 し て お く必要が

あ る 。 第
一

に ， 窓 口 を開設 した際の 広報手段 の

検討 で あ る Q 阪神・淡路大震災時に は，厚生省 （現

厚生労働省）が広域火葬計画を実施 し， 「火葬相

談窓 口 」 を設 置 し た が ，お よ そ 1週 間開設 して

い た窓 ロ へ の 相談件数は，合計 26 件 と少な か っ

457

た 。 こ の 理 由と して 窓 口 が 開設 され て い る こ と

が 遺族 へ 周知徹底 さ れ て い なか っ た こ とが考え

られ る。広域火葬計 画の 実施は 通常 と手順が異

な っ た
一

例 で あ り， こ れ ら の 特別措置 は，遺族

に周知 さ れ て こ そ 意味が あ る もの で あ る 。

　次に ，火葬 の 手続 きな どの 情報 を詳細 な説明

マ ニ ュ ァ ル な ど と して 整備す る こ と の 必 要性 で

あ る。例え ば，火葬許可証の 申請場所，必要書

類 ， また必 要書類 の 取得場所 と方法 ・書 き方 ・

提出期限，火葬場 の 稼働状況と連絡先，予約方法，

遺体搬送方法，災害救助法 に 基 づ い た各種補助 ・

給付金措置 の 情報な ど が必要で あ ろ う。
こ れ ら

は，自治体職員 と は い え，遺体 の 処置 ・埋 火葬

に関わ る事務処 理 につ い て の 経験 ・知識が 少な

い こ とを補 うた め で あ る。阪神 ・淡路大震災時

に は，自治体職員 の 対応 の 悪 さ に っ い て 住民 か

ら抗議を受 けた り した 。 自治体 の 人事配 置の 体

制を考え る と発生が少な い 災害時 の 火葬に っ い

て の 知識を持 っ て い る ほ うが難 しい が ， 事前に

災 害時 の 任務を付与 し て お き，携わ る業務 に っ

い て は マ ニ ュ ア ル 化 して お き，火葬の 知識に っ

い て も記載 しす ぐ に使え る よ う整備 し て お く こ

と，発災後に 変化 した状況 をす ぐ に共有 化す る

こ と は，災害時 の 混乱を軽減さ せ る こ と に っ な

が る と い え る。

　5．2　情報の 一元管理 の 必要性

　 5．2．1　遣体安置所の 情報

　遺体安置所に 関する情報を
一

元化す る こ とは ，

遺体安置所 に お け る物的資源 ・ 人的資源 ・情報

の 格差を な くすた め に 必要 で あ る と考え ら れ る 。

阪神 ・淡路大震災時 に は，指定 し て い た 安置所

が被災 し，安置所が 自然発 生 した 。 新た に発生

した安置所 に関 し て は情報や そ の 存在 自体が 自

治 体 に 伝わ っ て い な か っ た た め，安置所に よ っ

て 物的資源 ・人的 資源 ・情報 に お い て 大き な格

差が あ っ た 。 当時 ， 遺 体安置所に は   遺体安置

所 と指定 さ れ て い た と こ ろ が避難所 と化した （安

置所→避難所），  避難所へ 遺体が持ち込まれ た

（避難所 → 安置所），  病院等 へ 遺体が持ち込 ま

れた （医療機関→安置所），  事前に指定 さ れ て
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い た 安置所が 安置所 と して 使わ れ た ，と い う 4
っ の パ タ ーン が発生 した の で あ る 。

　現時点に お い て ，われ われ は指 定避難 所 の 知

識 は向上 し っ っ あ るが ，遺体安置所 と指定 さ れ

て い る施設 に 関す る情報 は乏 しい
。 さ らに い え

ば ， 指定 さ れ て い る安置所に は，指定避難所 の

標識の よ うに 明確 な サ イ．ン は な い 。つ ま り，避

難所 と遺体が安置 され る安置所 が混 同 して しま

う，と い う事態 は再 び繰 り返 され る こ とが 懸念

され るの で あ る 。 また，避 難所に 運 び込 ま れ た

遺 体へ の 対応 は現在 の 計画に お け る盲点と な っ

て い る 。 こ れ は検視 に あ た っ た作業員の 報告 で

あ る が ，遺体 の 安置所 で 毛布 に 包ま り横に な っ

て い た と こ ろ息苦 し くな っ て 目が 覚め た が ， 後

に それが棺 の 中に入れ て い る ド ラ イ ア イ ス の 二

酸化炭素 の せ い で あ っ た こ と が 判明 した と い う

エ ピ ソ
ー

ドが残 さ れ て い る
42）

。 こ れ は幸運 に も

被害に は至 ら な か っ た例で あ るが，遺体安 置所

イ コ
ール 避難所 と な る こ と は 二 次災害 を招 く可

能性が ある 。 指 定 の 安 置所が被害を受 けて い な

けれ ば ， 安置所 へ の 搬送を優先 し避難所に遺体

を持ち込 まな い よ う に住民へ 教育 して い く と と

もに，避難所等 の 施設 に遺体が持 ち込 まれ たと

き に は，学校 の 特別教室を安置所 と して 利用す

る，臨時安置所 を開設 す るな ど，遺体 と避難者

の 居住空間を分 け るた め の 対策を考え る必要が

あ る 。 そ の た め に は，早期に 遺体安置所 と な っ

た施設 の 情報収集が不可欠で あ る。

　遺体安置所 の 情報 を収集す るた め に は，安置

所 に職員を常時配 置す る こ とが望 ま しい
。 こ れ

らの 職員は ， 安置所 の 状況を各区災害対策本部

に 伝え るパ イプ役に もな り，自治体 な どが安置

所 の 情報を
一

元管理 する こ と が 可 能 と な る 。

一

方 で ，情報 を収集する だ け で な く，遺族 へ の 情

報提供役 と して の 役割 も担 う こ とが で きる 。 遺

族達 は 自宅 の 家財道具の 整理 や 自分達 の 避難場

所 の 確保 など は一．二の 次 に して ，と に か く亡 くな っ

た 肉親 の 遺体 の 処置を最優先課題 に しな けれ ば

な ら な か っ た状況 で
29）

あ り，早期 の 職員配置に

よ る情報提供 も必要で あ る と い え る 。 情報提供

の 内容 と して は ， 最低限，役所 へ の 死 亡届 の 提

出方法，火葬許 可証 の 巾請方法 ， 火葬の 段取 り

な どに つ い て 説明 で き る人 材で あ る べ きで あ り，

情報収集役 もか ね て い る こ とか ら，地元の 情報

に詳 しい 職員が 望 ま し い た め，応援職員 で は な

く現地役場の職員を配置すべ きで ある。

　 5．2．2　火葬 の情報

　火葬場の予約に お い て，遺族 と自治体の 間 で

競合が お こ ら な い よ うに ，自治体に よ り情報 の

一元管琿 を行 う必要が あ ると考え られ る 。 阪神 ・

淡路大震 災時に ， 神戸 市は ， 遺 族に対 し各自で

他 自治体 の 火 葬場を確 保す る よ う に 依頼 し た 。

しか し， 遺族 と自治体 の 連携が な さ れ な か っ た

た め ，斎場は 自治体を 通 じ て 予 約制 を取 っ て い

た に もか か わ らず，予約 な く搬入す る遺 族が 多

数 い たた め に ，搬 入 され た順番 に火葬 さ れ る事

態が生 じた。ま た，火葬時期 の 後半に は他所で

の 火葬が実施で きた こ と に よ る無断キ ャ ン セ ル

が 増え て ，予約 の 枠が無駄 に な っ た事例 もあ っ

た 。 都道府県域 を超え る よ う な 多 くの 死者 の 発

生が 懸念 され る現在，市町村 自治体 の 単位で は

な く，厚 生労働省に よ り情報を
一

元管理 し，国

が で き る限 り卞導 し， 自治体 と連携 して 火葬の

割 り当て を行 う こ とが 必要 で あ り，厚生労働省

広域火葬計画の 運用 ・徹底 は早急 に整備 され る

必要があ る 。

　 5．3　職 員 の 囗 一テーシ ョ ン

　「職員 の ロ ーテ ーシ ョ ン 」 は，特に 心 理 的 ・身

体的負荷が重い職場に お け る職員の 勤務交替体

制を考慮す る こ とが 必要 で あ る とい う こ とを意

味 して い る。震災初期 の 段階 で は，遣体 の 処 置

を担 当す る各区福祉事務所の 職員は t 安置所 に

次 々 に 運 ば れ る遺 体を安置す る作業が 主 な什事

で あ っ た 。 連 日連夜の作業を続け た結果，体調

を悪 くす る者 も い た。 また ， 異常に ス ト レ ス の

た ま る業務で あ る た め，職 員に 対 し て の 心 理 的

ケ ア の 必要性 も訴え られ て い る 。 　 職 員 の心理

的 ・ 身体的負担を減 ら し，よ り円滑な対応 を行

うた め に も，事前 に 勤務交替体制 を考 え る こ と

は重要 で あ る と言 え る 。 そ の 際に ， 特に 部外者
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が入 りづ ら い 職務で あ るがゆ え に，他 自治体か

らの 応援職員で も対応 で き る部分 と居住地区 の

職員 に しか 対応で きな い業務を事前 に明確化 し，

他業務 との 調整 を行 い，職員 の 配置を考慮す る

必 要が あ る で あろ う。例え ば，阪神 ・ 淡路大震

災で は，福祉事務所職 員が遺体 の 運 搬 な ど を昼

夜問わず行 っ た と い う報告
17）

があ るが
， 安 置，

処置作業な ど の い わ ゆ る肉体労働に 関 して は応

援職員が支援で きる部分で あ り ， 遺族 へ の 説明

と い っ た デ リ ケ
ー

ト か っ 現地情報 に 詳 しい もの

が 対応すべ き業務 に関 して は居 住地区 の 職員 と

い った具 合に考え る こ とが望 ま し い
。 昼夜問わ

ず 作業が 必要 な 発災直後 で あれ ば，3 交代，最

低で も 2交代 を目標 と し，休む こ とも仕事 の
一

環で あ る と い う認識を職員 に 持た せ る べ き で あ

る 。

　5．4 他業務との 調整

　「他業務との 調整」 と は，役所 の 中で 災害時に

は 遺体 の 処置 ・埋火葬担当と な っ て い る職員が，

遺体の 対応 に 人手を取 られ，他業務 へ 人的資源

が 投人で き な い こ とを示 して い る。例 え ば ，神

戸市 に お い て ，福祉事務所 は災 害時に 遺体 の 処

置 と要援護者 の 安否確認，訪問等 の ケ ア が 主 な

業務 と決め られ て い る 。 阪神 ・ 淡路大震 災 の 記

録 に よ る と ，
こ れ らの 業務 は同期に 対応 が必要

な こ と か ら ， 震災当時は ， 要援護者 の 安否確認

が 出来な か っ た
17）

。 神戸 市長田区 の 福祉事務所

で は昼夜を問わず遺体 の 搬入 ， 安置 ， 出棺業務

に 10 日間程度専念 し た 。 そ の た め，被保護者の

安否確認や 在宅者 の ケ ア 等，区の 災害対策本部

の 一員と して 役割が決 ま っ て い た が，そ れ ら の

業務 は で きなか っ た
24’

と の 報告 もあ り，他業務

へ の 多大な る影響を与え て い る 。 災害時要援護

者 の 安否確認 な ど は，遺体 へ の 対応 と同様に 緊

急を要す る業務 の
一

っ で あ り，一時的 に他部署

か ら応援を要請する な ど考慮す る 必要が あ る が ，

市 区町村な ど 臼治体 の 業務全体を見渡 して の 調

整 は い まだ検討 され て い な い
。 業務に対 して 人

的資源 の 配 分を考慮す る必要が あ り，さ らに は，

遺体の処置 ・埋火葬担当とな っ て い る部署が対

459

応す べ き業務 を マ ニ
ュ ア ル 化 して お く こ と で ，

混乱防止 と共 に よ り早 い 対応が 可能 と な ろ う。

例え ば，遺体の処置 ・埋 火葬 の 業務で 発生 す る

主 な 業務 は 以 下 の 11 で あ る
413）・

。   遺 体安置 所

の 確保 （指定場所，新た に確保する場所），  遺

体安置所 の設営 （ブル
ー

シ
ー

ト，ゴ ザ，白い 布，

毛布， ド ラ イ ア イ ス ，水，花， ロ ウ ソ ク，線香

な ど），  遺体安置所へ の 搬送 ， 安置．  遺体お

よ び家族 の リス ト作 り （そ れ に 先立 っ 遺体の 身

元 確認），  （遠方か ら）たずね て くる遺族へ の

対応 （遺族 の 数は遺 体 の 数よ りも多 い ），安置先

の 紹介，  遺体に付 き添 う家族 に 対す る 飲料水，

食事，暖房等の 提供 ， 情報提供 ，   監 察医 の 作

業へ の 立会 い ，  棺 の 確保，製作 ，   火葬 先 の

手配，移動手段 （車，ヘ リ）の 確保，  （他都

市 も含め た）火 葬先 へ の 同行 ・同伴，  災害救

助法 に 基 づ い た 火葬料補助，弔慰金，各種給付

金な ど に 関す る相談業務で あ る 。
こ れ らの 調 達

先 ・事前協定締結先 の リ ス ト，確保す べ き人員数，

災害救助法な ど の 特別措置の情報な ど は早期対

応 が必要 とな るた め，遺体 の 処置 ・ 埋火葬 の 対

応部署内で 共有 して お くこ とが望ま し い 。

　5．5 遺族へ の 配慮

　「遺族へ の配慮」 は，災害時に お い て も最低限

遺族 が満足 で き る形で 遺体を葬る ぺ きで あ る と

い う こ とを示 して い る。 こ れ は，最低限 の 遺族

が火葬場 へ 同行，参 列 で き る こ とを意味す る。

例え ば，自治体が手配 した火葬場へ 搬送す る際，

遺族用 の 搬送車両が なかなか確保 で きず，確 保

で きた場合で も自衛隊車両 に は民間人 は乗せ る

こ とが出来 な い ，等 の 理由か ら，遺族用 に 用意

さ れ た バ ス 等 の 車両 に は最低人数，っ ま り
一人

で の 同行 と な っ た 。 こ う した手段で 火葬を行 っ

た後，十分 に弔 っ て や れ な か っ た と後悔 した遺

族 も多か っ た
47 〕

。 遺族は遺体を早急に葬 っ て や

り た い と切 に願 うが，そ れ は あ くまで も通常 の

よ う に礼を尽 くして と い う こ とを意味す る 。 遺

体を 抱え て い る災害弱者を一刻 も早 く解放 し，

一被災者 に 戻 し て あげる こ とが社会全体 の 復旧・

復興 の 前進 に っ なが る と考 え られ る が ，遺族感
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情を無視 した計画 で は かえ っ て 遺族が 復興へ の

一
歩を踏み 出す妨 げ とな る の で あ る 。 広域火葬

を計画す る際に は，最低限 の 遺族同行が で き る

大量輸送手段 で あ る ト ラ ッ クや バ ス ，船，も し

くは民間機 など に よ る輸送 も検討 に加え る べ き

で あ る と考え る 。

　 ま た ， 斎場 に お い て仮告別式場の サ ービ ス を

行 っ た 例 が あ る が ，30−40％ の 遺 族が利用 し，

大い に喜ばれ た
38）

と報 告され て い る。 弔 い とい

う こ とを考え る と ， こ う い っ た告別式の 実施 も

遺族 の 心情を和 ら げ る た め の 手段 で あ り，被災

者 に対す る精神的な ケ ア の ひ と つ と して 考慮す

る価値が あ る と考え られ る 。

　 5．6　特例基準の 明確化

　「特例」 と は，阪神 ・淡路大震災時に ，遺体 の

早期火葬を 目的 とする一時的な 処置と して 行わ

れ て きた 事項を示 して い る。例え ば ，   被災直

後遺族が 警察 の 検視を経ず に 医師の 死亡診 断書

の み で 死亡 届を提 出し， 火葬 した 遺体に つ い て

災害死 で あ る との 届出を 出し た （末検視者 の 火

葬），   死体検案書の 原本の み で 火葬を行い，後

に 正規 の 許可 証 で 火葬証明 を 発行 （火葬手順），

  監察医で な くて ，一般 の 臨床 医 も死体検案書

を発行 （検案 医 の 確保），   火葬炉 の 回転数を通

常 の 2 倍 で 行 っ た （炉 の 延長運営），な ど で あ る 。

　 こ れ ら は ， 現状を受け ， 後手 で 対策を打 っ た

もの ば か りで あ る が ，こ れ ら の 対応無 し に 火葬

の 円滑な 業務お よ び 早期 の 火葬終了は不可能で

あ っ た と言え る。 現状に お い て は再び こ れ らの

特例を行 うか ， 未だ検討 さ れ て い な い
。 当時の

特例措置を そ の ままに して お くと，同 じ意思決

定手順を踏む こ と に な り，意思決定 の 遅 れ や歩

調の 乱れを生む こ と に な りか ねな い
。 次はど の

よ うに対処 す るの か ， 特例を出す基準を定め る

な ど の 検討を行う必要が あ る 。

6．広域災害時の 埋火葬問題

　本章 で は，大規模か っ 広域 災害に おけ る 広域

に わ たる火葬協力 の 問題 に つ い て，東海 ・東南

海 ・南海地震 な ど 今後発生 が 懸念 さ れ て い る 大

規模広域災害 の 被害想 定と
， 各都道 府県が もっ

火葬能力や相互応援協定 に関す る デ ータ を もと

に 検討する 。 阪神・淡路大震災は，基本的に は「10

市 10 町」（1995年当時）を被災地 と す る局 所的

な災害で あ っ た 。 それ で も，4，571 名 （神戸市内

の 死者数）と い う膨大な犠牲者 の 火葬は，神戸

市内 3っ の 火葬場で は十分で は な く，国，自衛

隊 の 協力を得て ，北 は宮城県か ら南 は鹿児 島県

に い た る広範囲 の 自治体 に お い て 火葬が行われ

た 。

　阪神 ・淡 路大 震災 に お け る 埋 火葬業務は，都

市部 に お け る直下型 地震か っ 数千人規模 の 死者

で あ っ て も 3 週間弱 を要 し た 。 し か しな が ら，

専門家は， こ れ は以下 の 好条件が重 な っ た た め

で あ る と して い る。  国 や各自治体 の 努力，支

援 が あ っ た こ と
，   震 災地域 の 室要 火葬場 の 多

くが被災を免 れ，十二 分に稼動 で きた こ と， 

阪神 ベ ル ト地帯 の 限 られ た地域 に，火 葬場 と火

葬炉が高密度 に 整備 さ れ て い て ，交通 混乱時 で

あ っ て も，大規模広域 火葬 が能率 的，効果的に

進 め られ た こ と
，   冬季で外気温度が低温で あ っ

た た め に，葬 祭業者等 に依存す る遣体 の 保存が

約 1
，
000体 と い う多数で あ りな が ら 1〜 2週 間

の 長時間可能 で あ っ た こ と，そ の た め神戸市で

は予約制を と る な ど して 計画的に火 葬が で きた

こ と
45）

， 以上 の 条件で あ る。 すなわ ち，以上 の

条件が変われ ば，阪神 ・淡路大震災 と同 じ規模

の 災害で あ っ て も，季節条件，交通事情，火葬

炉 の 機能状況な どの 影響を受け て ，遺体 の 保存，

棺の 調達，火葬 な どが 非常に 困難な状態に な る

こ と は 十分考 え られ る 。 ま して ， 被災地そ の も

の が さ らに広域に わ た る大規模広域災害 に お い

て は ，
こ うした懸念は い っ そ う強い もの と な る。

　国の防災基本計画に は，阪神・淡路大震災以後，

東海 ・東南海 ・南海地震 な ど，来 る べ き大規模

広域 災害を見す え て ， 以下 の 通 り ， 広域的な 火

葬の 考え方が追加 された 。 「地方公共団体は，遺

体 の 処理 に っ い て は，火葬場，棺等関 連す る情

報を広域的か っ 速や か に 収集 し，棺 の 調達 ， 遺

体の 搬送 の 手配等 を実施す る もの とす る 。 ま た，

必要 に 応 じ， 近 隣地方公共団体 の 協力を得て，
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広域的な火葬 の 実施 に努め る もの とす る 。 なお，

遺体に つ い て は ， そ の 衛生 状態 に配慮する もの

と す る
4｝
」。 も っ と も ， 阪神 ・淡路大震災以 降，

幸 い に して ，わ が 国で は ， 大量 死者 の 発生 に よ

り 「火葬が 困難」と な る災害は 発生 して お らず，

広域に わ た る 火葬 に 関 す る問題 は い まだ十分に

検討され て い な い の が現状で あ る。

　 し か し な が ら，先に 述 べ た よ うに ，内閣府 の

中央防災会議等 に よ る被害想定は ， 東海・東南海 ・

南海地震 （同時発 生） や 首都直下地 震が起 こ る

と，最悪 の 事態 で は数万 人規模 で死者が発生す

る こ とを示 して お り， 広 域 火葬 は不 可 欠の 課題

で あ る 。 そ こ で，以下 ， 大規模広域災害時 の 遺

体 の 処置 ・埋火葬 に 関 して 浮上 す る問題 に つ い

て ， 東海 ・東 南海 ・南海地震お よ び首 都直下地

震 の 被害 想定 と都道府県が 持っ 火葬能力 の 実態

を基に検討 して い く。

　6．1 都道府県お よび応援協定 ブ ロ ッ クごと の

　　 火葬能力

　東海 ・東南海 ・南海地震，首都直下 地震 な ど

の 大規模地震が 発生す る と数万人規模 の 犠牲者

が 発生す る と 想 定さ れ て い る。 こ こ で ，重要な

点は，こ れ ら の 犠牲者 は複数県 に わ た る合計値

で あ り，隣接県が と もに被災 して い る （同時被

災） と い う ケ ー
ス が 多々 あ る と い う こ とで ある 。

しか し， 阪神 ・淡路大震災以降締結 さ れ た都道

府県間災害時 相互 応援協定 は，隣接す る 自治体

間 で の 応援を約束 した もの が多 い 。

　東南海 ・ 南海地震 に お い て は静 岡，愛知，三

重，和歌山，徳島，高知の 各県で ， 数千人規模

の 犠牲者が発 生す る こ と が想定 さ れ て い る 。 し

た が っ て ，被災 した 自治体が 応援要請を受 ける ，

ある い は，同 じ自治体に多 くの 被災 自治体か ら

の 応援要請が 集中す る とい っ た こ とが な い よ う，

相互 応援に っ い て は全国 レ ベ ル に お い て の 調整

を はか る必要 があ る。 こ の 点は ， 遺体処置 ， 火

葬業務に つ い て もま っ た く同様 で あ る 。

　で は，広域 的な火葬協力，お よび，そ の 相互

調整 は可能 な の だ ろ う か 。 デ
ー

タ に 基づ い て 検

討 して い こ う。表 3 は，都道 府県が もつ 火葬能
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力 と，現時点で の都道府県間の 相互 応援協定 と

を併記 した もの で あ る。 火葬能力は，平成 9 年，

厚生省生活衛生局企画課 の 全国火葬場資料集の

デ ータ
53）

で あり ， 相互応援協定 に っ い て は，阪神 ・

淡路大震災以降締結 され た災害時相互応援協定

（ブ ロ ッ ク単位）を示 し て い る 。 ブ ロ
ッ ク単位で

の 災害時相互応援協定 と は，全国知事会 に お け

る ブ ロ ッ ク を基 に 締結 され て い る 7 協定 を意味

して い る 。

　7 っ の 協定 と は   北海道 ・東 北 8道県 相互応

援 に 関す る 協定 （北海道 ， 青森 ， 岩手 ， 宮城 ，

秋田 ， 山形 ， 福島、新潟），  関東 1都 9 県震災

時等 の 相互 応 援に 関す る協定 （茨城 ， 栃木 ， 群

馬，埼玉，千葉 ， 東京 ， 神奈川 ， 山梨，長野，

静岡），  中部 9 県 1市災害応援 に 関す る協定（富

山，石川，福井，長野，岐阜 ， 静岡， 愛知 ， 三重，

滋賀 ， 名古屋市），  近畿 2 府 7 県震災時等 の 相

互応 援に関す る協定 （大阪，京都，滋賀 ， 奈良 ，

兵庫 ， 和歌山， 福井 ，
三 重，徳島），  中国 5県

災害時 の 相互 応 援 に関す る協定 （鳥取，島根，

岡山，広島，山口），   四国 4 県広域応援 に関す

る協定 （香川，徳島，愛媛，高知），   九州 ・山

口 9県災害時相互応援協定 （山ロ ， 福岡 ， 佐賀 ，

長崎，熊本，大分，宮崎，鹿児島，沖縄）で あ る 。

こ れ らの 災害 時相互 応援協定 は，被災者の 救援

等の 対策が十分に 実施で きな い 場合に，被災都

道 府県 の 要請 に基づ き，広域応 援を行 うも の で

あ り，大規模な 災害時に活用 され る こ とを 目的

と して い る 。 東海 ・東南海 ・南海地 震，首都直

下地 震な ど ， 大規模広域災害 に お い て は，各都

道府県の み で 対応不可能な業務 に っ い て は こ れ

ら の 協定 の も と に 支援が行われ る こ と と な る。

　 そ こ で ，大規模広域災害時に お ける火葬能力，

お よ び ， 広域 的 な応援 の 可能性 に つ い て ， 都道

府県別お よび上記 の 協定 ブ ロ ッ ク別 に検証 を試

み た 。 表 3 を も と に ， 人 口 10 万 人 あ た り の 1

日 の 最大火葬能力を概 算 した結果，神奈川，大

阪 ， 埼玉 は 5体／ 日以下 と特に 低 く，
っ い で 千

葉 ， 東京と特 に 都市部に お い て は 人 口 に 対す る

火葬能力が低 い こ とがわ か る 。 ま た，個々 の 火

葬場の処理能力を大き くして ， 日々 の業務を行 っ
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表 3　 都道府県 の 火葬能力

             

全火 葬場数
　 （ケ 所 ）

旧 の 最大 火葬
　　能力

　 （体畑 ）

火葬 場 の 平

均 火葬能力

　 （体 ）

　   ／ 

緊 急時の

火葬能 力＊

　 （体）

　 （  x

　 O7 ）

　　　　1　’　’臣し　辱
葬能 力  が

減 少 した場
合 （体）＊＊

（  xO ．5）

人 口
油 10万

人辺 りの 最

大 火葬能 力

　 （体 ）

協 定 ブ ロ ッ ク平 均

（  の 協定内合計／

協定内都道府 県数 ）うち都市
ガ ス 使用

うち都市
ガ ス 使用

北海 道 179 938 5．2 65ア 328 16．6
青森 県 40 156 3．9 109 55 1D　 7
岩手 県 37 167 4．5 117 58 11．9
宮城 県 28 179 6、4 125 63 76
秋 田 県 30 11364 4．5 95 48 11．6

北海道 ・
東北協 定

q1．3体 ／

　 日〉
山形 県 27 11418 5．2 99 49 11．5
福島県 28 186 66 130 65 88
新潟 県 43 529672 6，9 207 104 12，0
茨城 県 26 189 7，3 132 66 63
栃木 13 141 108 99 49 70
群 馬 県 20 21572 フ 79 110 55 ア 7
埼 玉 県 19 330149 158 211 105 43
千葉県 29 7325126 112 228 114 54
東京都 2410682544 284 477 239 55

関東協定

（6．4体 ／

　 日 ）神 奈川 県 19 7329152 1ア．3 230 115 3，8
山梨 県 11 69 63 48 24 78
長 野 県 27 178 66 125 62 81
静 岡 県 34 12948 86 206 103 ア 8

「
｝1、 ・≡・・ii激

　
「i’匸i

晦 ：葺＿1

菖山 県 22 184 84 129 64 164

｛弓　←　　卜

、二遡 、濂

　 肖げ ；i≡
石川 県 17 113915 82 97 49 118ii φ軸腱

iiil……讒 ・

岐 阜県 40 129045 73 203 102 137 匸
：勲 ：i1鹸

愛知 県 35 5524198 15．O 367 183 73
滋賀 県 27 111714 43 82 41 8，5 尸
三 重 県 71 125218 3．5 176 88 135i

噸 昏：・∵ ll
燻 ；、≡：、漉

鷲：蓑・…il
灘 鑼化溺＃，儲庫气「訂匹

靉靉覊福 井 県 20 108 5．4 76 38 130 　^ 匿：：震

京都府 18 2200133 11．τ 140 70 76
大阪府 43 9389183 9．o 272 136 44
兵 庫 県 54 437964 7．0 265 133 68

戀奈 良 県 42 1 准299 3、1 90 45 90
和歌 山県 35 180 5．1 126 63 170
徳 島県 17 111 6，5 78 39 135 讖

黔 1 厂 韆 …驪 ．
香 川県 53 122630 4，3 158 79 222
愛 媛県 53 2フ5 52 193 96 186 鑼
高知県 14 107 フ 6 75 37 132

颯 罎

識
1
講 　

“

島取 県 9 51 57 36 18 84
島根 県 27 招 8 51 97 48 184 il轢

灘難蒸鐵岡 山 県 30 257 86 180 90 132
広 島県 96 242072 44 294 147 146 墾韈 馨：…
山 ロ県 49 125024 51 175 88 16，6i …婁≡纜 黶 廱

百辷竇養；湧 凝 ヨ贈

尊i謡 無 蹶

福 岡県 44 248190 109 337 168 95
佐賀 県 20 132 66 92 46 152
長崎 県 41 277 68 194 97 侶 5
熊本 県 34 201 59 141 70 109
大分 県 34 188 55 132 66 154i

轢
韈蕪
，灘 請 撫 ≡妻
：膨翻 ：欝 1識

宮崎県 12 95 79 67 33 82
鹿児 島 県 35 272 78 190 95 154y

騨 コ｝　・：　 P
崩

鍮

鸞 魏 瀛 ：恚 淒婁

沖縄 県 22 122 55 85 43 90
合計 164868113581885 77 ア951 3975 11．1

＊ 　1日の 死 亡 者数 は2、781名 55｝
　【＝平成15年 度の

一
年 間の 死 亡 者数 1．014、951名 マ 365】 で あ り、全国 の 火 葬場 の 1

日の 火葬能力の 合計が 11、358体で ある こ とか ら、火葬場の 1日の 平 均 使用 率は 30？。程 度 で あ る。試算 に は各都道 府 県
の 最 大火葬 能 力の 70％が 災害 時 に 使用 され る 数 と して 用 い る こ と と した 。

＊＊  は 火 葬場 その も の の 被 災、ラ イ フ ラ イ ン 被 害、道路途絶、職 員 の 被 災等の 要因 に つ い て 考 慮 され て お らず、
70％ は あ くまで 最大 値 で あ り、その うち50％ が 使用 不可能に な る と仮 定 した。
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表 4　最悪 の ケ
ー

ス の 想定死者数 （中央防災会議
n − 3）

の 想定よ り引用）

東海地震

東南海・南海

　 地震

都心西部直下

　　地震 東京湾北部地震

埼玉 県
一 一 1100 700

千 葉県
一 一 一 1200

東京都 一 一 胴 000 7800

神奈川 県 一 胛 200 1200

山梨県 200 一 一 一

長野県 100 F 一 一

静岡県 8800 1500 一 一

愛知 県 500 1800 一 一

三 重 県 500 2600 一 一

和歌山県 一 4600 一 一

徳島県 一 1300 一 　

愛媛県
一 200 一 一

高知 県
一 4900 一 一

宮 崎県
一 500 一 一

埼玉 県

千 葉県

東京都

神奈川県

山梨県

長野県

静岡県

愛 知 県

三 重 県

和歌山県

徳 島県

愛媛県

高知県

　 宮崎県

0　　　　 10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 日

図 1　 各都道府県 の 火葬 に か か る 凵数 （他都道 府

　　 県か ら の 応援が な く各白で 対応 した 場合）

て い る こ と （表 3 一  の 火葬場 の 平均火葬能力

参照），都市ガ ス 率が 高 い （表 3 一  ） こ とも都

市部の 特徴 と して あ げ られ る 。 特に 栃木，埼玉，

千葉，東京，神奈川，愛知 ， 京都 ， 福岡 に お い

て は
一火葬場 の 能力が 大 き い 。

っ まり，こ れ ら

の 自治体に お い て は，一
つ の 火葬場 の 被害が大

きな ダ メ ージ に つ なが る こ とが わか る。

　協定 ブ ロ ッ ク の 平均値 （表 3 一  ） を比較す

る と，関東 1都 9 県震災 時等 の 相互 応援 に 関す

る協定 の 平均値が他 と比 べ て 著 しく低 く，
ブ ロ

ッ

ク全体 と して 火葬場 の 能力が低 い こ とがわ か る 。

　6．2　被害想定 と都道 府県 の 火葬能力

　 6．2，1 単独 自治体 の対応能力

　本項で は，前項で 示 した火葬 能 力 の デ
ー

タ に

被害想定 の デ ータ を加 味 し，実際 に 大規 模災害

が 発生 し た場合の 広域的な 協力体制に つ い て検

討す る 。

　表 4 は，東海地震，東南海 ・南海地震，首都

圏に お け る 地震 （都心西部直下地震お よ び東京

湾北部地震）が発 生 した場合， 死者数が特 に 多

い （100人以 上） と想定 さ れ る都県を示 した も

の で あ る 。 こ の 場 合，都道府県が 相互 の 応援な

しに 単独 で 火葬 を行 っ た場合，そ れ ぞ れ が 遺体

を 火葬す る の に 何 日間か か るか 概 算 し た もの が

図 1 で あ る 。

　 こ の 結果 に よ る と，例え ば ， 都心西部直下地

震が 発生 す れ ば
， 東京が ，単独 で 対応 す る と，

火葬に 20 日以上かか る こ とと な る 。 ま た，東海

地震時に は静岡が ， 東南海・南海地震時 に は静岡 ，

三 重，和歌山，徳島，高知が同様 に 火 葬困難 な

状況に直面する こ とが考え られ る 。
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　 た しか に
， 火葬場 で は ，

こ の よ うな災害時等

に は火葬炉 を延長 して 使用す る こ と も検討 さ れ

て い る 。 こ れ に よ り，通常 の L6 倍程度 の 能力

向上が 見込ま れ る （火葬炉を延長 し て 使用 した

場 合，一
日 に 火葬 で き る全 国合計 は 17，925体 。

平常時 の 一日 の 最大火葬能力は 11，358体で あ る

こ とか ら，17，925 ÷ 11，358 ＝ 1．58 とな りお よ そ

1．6倍）。 しか し，炉の 冷却時間を十分確保で きず，

煙道や炉体が加熱状態 に な っ た と い う阪神 ・淡

路大震災 の 実態を考え ると 10 日以上 もの 間継続

的に 延長使用す る こ と は非現実的 と考え られ る 。

よ っ て ，こ こ で は 通常時 の
一

日 の 最大火葬能力

数を基本デ ータ と して 使用 した 。

　 しか も， こ こ で 示 し た概算は，以下 の 前提 に

基づ く計算結果 で あ り，非常に 楽観的な予測 と

言わ ざ る を得 な い
。   す べ て の 火葬場 は震災後

も使用 で き，  燃 料 （ガ ス ，灯油，重油） は十

分供給 さ れ，  日常の 死者の 火葬 に使用 さ れ る

30％の 炉を除 く 70％ の 炉が 全 て 使用 可能 で あ り

（表 3 −
＊ 参照 ），  職員 は 100％ の 出勤 率 で あ

る こ と
， を前提 に 計算 して い る 。 さ らに ，   に

関 して 注意 す べ き点があ る 。 前項で も触れ たよ

うに ， 都市部で は一っ の 火葬場 の 火葬能力 が高

い 。 例え ば，愛知 は県内 35 箇所の 火葬場を持ち

一
日火葬可能数 は 524人 で あ るが，そ の お よ そ

20　A
°r

セ ン ト は名古犀市 に あるた っ た 1 っ の 火

葬場 に よる もの で あ る 。 よ っ て，こ の よ うな大

規模火葬場が被災 した際に は，県 の 火葬能力が

著 しく低下する可能性が あ る とい う こ と で あ る 。

　 っ ま り，こ の 概算結果は，火葬場 そ の もの は

被災せ ず，職員は健在 で
， 都市ガ ス も使用で き ，

か っ 遺体の 保存 ・搬送 に も大 きな問題 が なか っ

た と仮定 した場合 の 最大値を示 して い る こ と に

な る 。 しか しなが ら，図 1 に よ る と，最大値を

も っ て して も，他都道府県 の 応援な しに は，東京，

静岡 ， 三 重 ， 和歌山， 徳島， 高知は ， 災害発生

か ら 10 日間で 火葬を終え る こ とは 不可能 で あ る

とい え る 。

　6．2．2　ブ ロ ッ クごとの 広域応援能力

次 に
， 各都道府県単独で は な く， 複数 の 都道

日 3e252015105

o
  　　　　　   　　　　　　  　　　　　   　　　　　　 

被災都 県　　　¢ †山梨
・
干葉 　　関東ブ ロ ッ ク　　  十福島

・
新潟 　   ＋愛 知

・
岐阜

図 2 　関 東ブ ロ ッ ク に お け る 火 葬状 況

府県が 相互 に 応援 を して 遺体火葬 に あ た っ た 場

合に つ い て検討 しよ う。 各都道府県 の 火葬場 の

処理 能力 を超え る犠牲者が発生 した 場合，現状

の 制度で は，厚生労働省が 火葬場の割 り振 り計

画を考え る こ と に な って い るが，東海 ・東南海 ・

南海地震や首都直下地震 が 発生 した 後 の 広域的

な火葬計 画 はそ の 具体的 な戦略がな い の が現状

で あ る。そ こ で， こ こ で は ， 現在，都道 府県が

締結 して い る相互応援協定，相互 の 地理 的関係，

お よ び，都道府県の 火葬能力を基 に，事前 に ど

こ へ 応援 を依頼する の が 妥当で あるか に つ い て ，

特 に，首都圏 に お ける地震お よび東南海 ・南海

地震を例 に ，具体的に検討 して い く。

（1）都心西部直下地震お よび東京湾北部地震

　都心西部直下地震お よ び東京湾北部地震 の 被

害想定 に よ る と，東京 で お よ そ 1 万 人，埼玉 ・

神奈川で 1000人程度，計 1万 2000人近 くの 死

者が 想定 され て い る。 こ れ は 隣接 県 が同時被災

す るケ
ー

ス で あ るが， こ の 3都県 は関東 1都 9

県災害時相互応援協定に 属 し第一次的に応援協

力を行 い 合 うべ き自治体 で あ る。図 1に よ る と

東京に 比 べ て 埼玉 ・神奈川 は死者 も少な く早 期

に 火葬が終了す る こ とが わか る が，埼玉 ・神 奈

川 も被災 して い る こ とか ら東京 は協定内の他県

に応援を依頼する こ と が望 ま しい 。

　図 2 は ，都心西部 直下地震が 発生 した 場合 の

被災都県 （埼玉 ， 神奈川 ， 東京） の 死者数 の 合

計 を関東 ブ ロ ッ ク協定内 の 自治体で 対応 し た場

合 に か か る 日数 を示 して い る 。 こ れ に よ る と，

被災都県 が単独で 対応 した 場合 に は災害発生か
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ら 10 日以上 経 っ て も火葬が終了 せ ず，さ ら に

は 死者数が 1万人を超 え る東京の 隣接県 で あ る

山梨，千葉の 協力を もっ て 対応 した と して も 10

日 以 内 に 火葬を 終了す る こ と が不可能 な こ とが

わか る。 こ の 場合 は，関東ブ ロ ッ ク全体に 応援

を依頼す る と何 とか 10 日 以 内に 火葬が 終了す

る こ と が で き る が ，先に も述 べ たよ う に こ れ は

最 大値に す ぎな い 。 大規模火葬場の 被災 ， ラ イ

フ ラ イ ン 被害，遺体搬送の 問題 な どを考慮す る

と，災害 に よ る死者 の た め に 利用可能な 火葬炉

は ， 全数 の 70％ の さ らに 半分以 下 に な る可能性

も考慮 し て お く必 要が あ る。試み に ，火葬場 の

能力が 35％ （つ ま り 70％ の 50％） に な ると仮

定 す る と，関東 ブ ロ ッ ク に加え て 比 較的被災地

に 近 い 北海道 ・東北 ブ ロ
ッ ク の 福島 ・新潟お よ

び中部 ブ ロ
ッ ク に所属す る愛知 ・岐阜 に お い て

対応 し た と して も火葬 に 10 日以上か か る こ と に

な り，よ り広域か っ 大規模な火葬計画を検討す

る必要 が あ る 。 例え ば，北海道 ・東北 ブ ロ
ッ ク

も し くは中部 ブ ロ ッ ク全体で の 対応 を依頼す る

な ど で ある 。 しか しなが ら北海道 ・ 東北ブ ロ ッ

ク 全 体で の 対応 は 距 離的 に も現実的 で な い 。 中

部 ブ ロ ッ ク は比較的距離が近 い こ と，海路 も使

用 で き る こ と，ま た 海 に面 した 静 岡，愛知な ど

は火葬能力 も高 い こ とか ら，中部 ブ ロ ッ ク に 依

頼をす る こ とが望ま しい で あろ う。

（2）東海地 震

　東海地 震の 被害想定 に よると，山梨で 200人，

長野 で 100人，静 岡で 8800人，愛知，三 重 で

500人 の 死者 が発生 す る こ とが想定 され て い る 。

長野，静岡 t 愛知，三 重 は 中部 9 県 1市災害応

援に 関す る協定 に 属 して お り，協定所属県 の 同

時被災で あ る 。
こ の 場合，静岡の 死者 に応援 な

し で 静岡だ け で 対応 した場合，44 日 かか る試算

に な り，応援 は 不可欠で あ る 。 愛知 に関 して は

応援な しで も 10 日以内 の 火葬が可能の よ う に考

え られ る （図 1参照）が ，先 に 述べ た よ うな大

規模火葬場が 被災 した場合，県 の 火 葬能力が 著

し く低下す る可能性が あ る 。 よ っ て，も し応援

が 必要 と な る場合に は，近隣県で 唯
一

死者が少

数 と想 定 され て い る，中部 ブ ロ
ッ ク の 岐阜に 依
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頼する の が望 ま しい
。

　さ ら に，静岡は関東 ブ ロ
ッ ク の 協定，三 重は

近畿 ブ ロ
ッ ク の 協定 に も属す る た め

， 災害が 起

こ っ た 場合 に は最大 3 協定 に よ り応 援を求め る

こ とが で きる。 特に死者が 集中す る静岡に っ い

て 考え て み よ う。 例え ば ， 静岡が 関東ブ ロ ッ ク

の 東京 ・神奈川に 応 援を依頼 した場合， 火葬終

了 は 21日と半分 の 日数に な る 。 また，関東 ブ ロ ッ

ク全体 で 対応 した 場合 は 6 日 と，10 日以 内の 火

葬が可能とな る。

　 しか しなが ら， 3 つ の ブ ロ ッ ク協定が 同時 に

稼働 した場合，ど の 自治体が主導 して コ
ー

デ ィ

ネ
ートを行 うか を 干

’
分取 り決 め て おか な い と ，

応援側 の 混乱が予想 さ れ る 。 可能で あれ ば，中

部協定 内 に コ
ー

デ ィ ネ
ー ト役 を お く，もしくは，

静岡 は関東 の 協定 を使 い ，三 重 は近畿協定，愛

知 は中部協定 の 残 りの 県 で 対応 など，広域 で の

対応分担を考え て お くべ きだ ろう 。

（3）東南海 ・ 南海地震

　 東南海 ・南海地震が 発生 した 場合 に は静岡 ，

愛知 ，
三 重 ， 和歌山，徳島，高知 で 1

，
000名以

上 の 死者が発生す ると想定され て お り，特 に 三

重，和歌山，徳島 ， 高知 の 死者数は 多 い
。

さ ら

に 徳島，高知 で は 火葬場数が少 な く， それ ぞれ

単独 で 対応 した場合火葬 に かか る期間 は ， 徳島

は災害発生 か ら 18 日，高知に い た っ て は 66 日

かか る試算に な る。

　 こ の 場合 ， 四国協定 内 4 県 の う ち 3 県 が 被災

す る こ と に な り，香川 の み で の 対 応で は間 に 合

わ な い 。 図 3 は，東南海 ・南海地震が 発生 した

場合 の 四国 4 県 （実 際に 死者が 出る の は徳 島，

日　 302520151050

。亂県

  　　　 　　　　   　　　　　　　  
  ＋兵庫　　　   ＋岡山

・広島・山 ロ 　  ゆ岡山・広島・山口

図 3　 四国ブ ロ ッ ク に お け る 火葬状況
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愛媛，高知 の み ） の 死 者数の 合計を 四 国ブ ロ ッ

ク協定内の 自治体で対応 した 場合に か か る 日数

を示 して い る 。

　まずは，火葬場機能 の 70％が使用 可能で ある

と仮定 して 考え て い こ う。 図 3をみ る と ， 四国

4 県 の み の 対応 で は ， こ の 最大値を も っ て も 10

日 以内に 火葬を終了する こ と は難 し い こ と が わ

か る 。 で は，ど こ へ 応援を依頼する か。徳島は

四国協定と近畿協定 の 2協定に属 して お り，兵

庫は徳島が 被災 した場合 の 第
一

応援主幹県で あ

るた め
， まず は兵庫 に 応援を要請す る こ と が 検

討 さ れ る で あ ろ う。 兵庫か ら応援が受 け られ た

場合に お い て は，10 日以内 の 火葬が 一応終了 す

る概算に な る 。 しか しなが ら，東 南海 ・南海地

震が 発生 す る と ， 近畿 ブ ロ
ッ ク の 三重 ・和歌山

に お い て も同様 に被害 を受 け る こ とに な り，近

畿 ブ ロ
ッ ク へ の 応援が難 しい こ と が 懸念され る 。

よ っ て ，中国 ブ ロ ッ ク へ 応援要請する こ と も考

慮する必要が あ る と考え られ る 。 比較的四国 に

近 い 岡 山，広島，山 口 を 四国 4 県に加 え て 対応

した場合に は，四国 4県 の 火葬 に か か る 日数か

ら半減 して い る こ とがわか る 。

　 こ こ で 注意 して お きた い の は， こ の 試算 も，

火葬場機能の 70％ を使用可能 と す る最大値で あ

り，そ の 能力が半減 した場合に は ， 兵庫 ・岡山 ・

広島 ・LLI口 が加わ っ て も 10 日以 内 の 火葬は難 し

い と考 え られ る 。 よ っ て ， こ の 場合 に は，九州

ブ ロ ッ ク の 比 較的被災地 に近 い 自治体 な ど へ 応

援を依頼する こ とが 必要と な る で あ ろう。

　6．3　試算に関する今後 の 課題

　最後 に
， 本試算 に は十分盛 り込め な か っ た点

を，今後 の 課題 と して 明記 して お こ う。

（1）本試算で は ， 通常時に は，全火葬能力 の 約

　　30％ が 使用 さ れ て い る事実か ら ， 残 り 70％

　　を 災害に よ る死者 の 火葬に 振 り向ける こ と

　　が で きる と想定 した 。 そ の 上，火葬場そ の

　　もの の 被災， ラ イ フ ラ イ ン 被害，道路途絶，

　　職員の 被災等 の 要因 に よ り，70％ はあ くま

　　で 最大値で あ り， そ の うち 50％が使用不可

　　能 に な る場合に お い て も検討 したが，実際

　　に は， こ の 50％ と い う数値 に は 実 証的根拠

　　はな い 。今後 は ， 各 自治体 の 詳細な被害想

　　定（道路被害 ， 火葬施設そ の もの の 被害想定）

　　な どを考慮 して ，災害時 の 火葬能力 に つ い

　　て ，現実的か つ 定量的な推定を行 う必要が

　 　あ る 。

（2）本試算で は ， 津波 に よ る被 災者 もた だ ち に

　　全員発 見 さ れ る と仮定 し て 試算を し た 。 し

　　か し実際に は，津波 に よ る死者 は発 見が遅

　　れ る場合，あ る い は，発 見 され な い 場合 ，

　　さ らに は，発見 され て も身元 確 認 に 日数を

　　要す る場合な ど も十分想定 さ れ る 。 従 っ て，

　　今後 は ， 過 去 の 津波災害事例 を参照 す る な

　　ど して ，実際に 火葬を要する人数 火葬ま

　　で の タ イ ム ラ グな どの 数値 デ
ー

タを割 り出

　　し，試算 に 盛 り込 む必要が あ る 。

（3）本試算 は，どち らか とい え ば自治体の サ イ

　　 ド に 立 っ て ，「業務」 と し て の 埋火葬 に つ い

　　て検討 した もの で あ る。 しか し，遺族感情

　　を考慮す る と，遺体捜索や身元 確認作業を

　　途中で 打 ち切 る こ と もで きず，業務 が さ ら

　　に 長期化す る こ と も ト分考 え られ る 。 今後

　　は ，従前 の 事例 を参考に ， 遺族 の 側 の 心 理 的 ・

　　社会的要因が埋 火葬業務に及 ぼ す影響に っ

　　い て も十分検討 し，そ の 結果 も試算 に 含 め

　　る必要が あ る 。

7 ．残された課題

　本章で は ， 紙幅の 関係で 論 じられ な か っ た が ，

今後 の 遺体処置 ・ 埋火葬を考え る上で 非常に重

要な問題に っ い て 3点述 べ て お く。

　 7．1　 ラ イ フ ラ イ ン

　平成 9年，厚生 省生活衛生局企画課の 全国火

葬場資料集 の デ ー
タ

「’3）
に よ る と，全国 の 全火葬

場 の うち，約 17％が燃料に都市 ガ ス を使 う現代

型 の 火葬炉を整備 して い る。 全 国を通 じて み る

と多 くの 火葬場 は灯油を主燃料 と して使用 し て

い る が，現在東京都内に あ る全 24 箇所の 火葬場

の うち，都市 ガ ス を採用 して い る火葬場は 10箇

所 で ある 。 燃料 に 都市ガ ス を使 っ て い る 火葬場
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の 一
日最大火葬数 の 合計は 544体 で ，都 内の

一

日最大火葬数 682 の 約 80％を 占め る こ とか らわ

か るよ うに ， 都市 ガ ス を使 う火葬場 は ， 大規模

で かっ 都 市部に 特 に 多 い の が 特徴 で あ る 。

　火葬場は，災害時 の ，火葬場 の 運転に 関わ る

設 備系統 の 確保 の た め，様 々 な ラ イ フ ラ イ ン対

策を取 っ て い る。電力 に関 して は 自家発電機 な

どを設置，燃料 に関 して は灯油 の 貯蔵，中圧管

に よ る ガ ス の 供給な ど で あ る。 しか しなが ら専

門家は こ れ らの 対策 に は限界が あ り万全 とは言

い 難 い
56）

と指摘 して い る 。

　都市 ガ ス は ラ イ フ ラ イ ン 被害の 中で も特に 復

旧が遅 くひ とたび被害を受け る と，早期復旧は

難 しい と考え られ，プ ロ パ ン ガ ス へ の 転用を可

能 と し て い る事例 もあ るが 本格 的な対策 に は

至 っ て い な い 。 地方公共団体 の 中 で は火葬 場 の

ラ イ フ ラ イ ン の 確保な ど に っ い て，特に検討 し

て い な い と
56）

い う自治体 も多い 。 しか しなが ら，

ガ ス 復 旧 の 長期化 へ の 懸念，自家発電 の 限界，

火葬炉を冷却す る た め の 水 の 必要性を考え る と，

火葬場は最優先 に ラ イ フ ラ イ ン を復旧す べ き施

設 と して 位置づ け る必要があ る と考え られ る。

　7．2　遺体の 搬送

　阪神 ・淡路大震災時に ， 安 置所か ら火葬場 へ

の 遺体搬送 は，自衛隊な ど の 協力を要請 して い

る。
こ れ は，広域的な 火葬が 行われ たた め で あ

り ， 自衛隊 に よ る近隣の 府県や市 へ の 遺体搬送

は，神戸市 293体，西宮市 39 体，芦屋市 75 体

の 計 407体を搬送 して い る
4z〕

。 しか しな が ら，

  自衛隊に よ る ト ラ ッ ク ・ヘ リ搬送 は，付 き添

い 可能な遺族 の 人数が限定 され て い た こ と， 

派遣 部隊の 車は，緊急車両の 指定に な っ て お ら

ず，交通渋滞 ・地理不案内な ど に よ る混乱 な ど

が あ っ た こ と，  1 機に 4 〜 5 遺体 しか乗 せ ら

れず効率的 で な か っ た こ と ，   自治体職員 の 同

行 が必要 で あ っ た こ と，な ど多 くの 課題 も残 し

た
27）・28）

。

　 3．2 で も述 べ た よ う に，遺族 に よ る 自力 の 搬

送は全体数 の約 85％ で あ り，臼治 体が手配 した

の は，残 り の 15％ で あ っ た （自衛隊 の 輸送 も こ
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れ に含ま れ る）。 遺族同行 の 人数制限が 自力で の

搬送に偏 っ た 大きな理 由で あ ると考え られ るが ，

今後 発生す る大規模災害で は 広域火葬 は 不可 欠

で あ り，火葬場 へ の 遺体搬送の 問題は早急に 解

決 され る べ き問題 で あろ う 。 阪神 ・淡路大震災

で 浮上 し た 問題 を教訓 に，自衛隊に よ る搬送 の

際 に は遺族用 バ ス を同行 さ せ た り， 船舶を利用

す る な ど一度 に 大量輸送で き る手段な ど民間 と

の 連 携 も検討す べ きで あ り，こ れ ら を考え る こ

と は結果的に 自治体職員 の 同行数も軽減で き，

業務 の 効率化 に っ なが る 。 また，自衛隊や行政

な どに よ る遺体搬送の際 に は ， 車両を緊急車両

と指定す る な ど の 措置が 必要で あ る と考え る 。

　7．3 身元確認 と遺体の 保存

　阪神 ・ 淡路大震災 に お い て は，身元確認，お

よ び，遺体の腐敗は大 きな問題 とな らなか っ た 。

そ の 理 由 と し て ，阪神 ・ 淡路大震災で は家屋倒

壊 が死亡原因 と見 られ る もの が ，全体の 約 90％

を 占め
42）

て お り， 死 者 の 多 くが 自宅 で 死亡 し て

い た た め個人識 別 お よ び身元確認 が 容易だ っ た

こ と が あ げられ る 。 また ， 阪神 ・淡路 大震 災 は

遺 体保存 に は最適な冬 に発生 した の で あ る。

　震災 時に は，身元未確認遺体が一番多い とき

で も 107名で あ っ たが，今後発生が 懸念 さ れ て

い る 災害に お い て は 以 下 の 3 っ の 理 由か ら，身

元確認 お よ び遺体 の保存が大 きな問題 とな る可

能性が あ る 。 第
一は，通勤 ・ 通 学時間帯に 災害

が発 生す る こ と に よ る身元確認困難な状況で あ

る 。 日 中に災害が発生 す る と，死亡場所が 自宅

に限 ら れ な い た め 確 認作業が 困難を極め る こ と

が 考え られ る 。 また ， 都心 西部直下地震お よび

東京湾北部地震に お い て は移動中の 交通機 関 等

の 中で の 被災 も考え られ，よ り身元確認が困難

な状況が発生 す るで あ ろ う。 乗客名簿や座席表

もな い 電車で 災害に 遭 うと，遺族 は肉親が そ の

電車 に不幸 な が らに 乗 り合わせ た と言 う事実を

確認 す るす べ も な い 。 もし も携帯電話が輻輳す

る よ うな事態が発生 した場合に お い て は，よ り

身元確認が困難な状況が予測され る。

　 第二 は，津波災害時に遺体が発見されず，身
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元確認 を行 うこ とが で きな い 状況 で ある 。 また ，

津波 に よ る死者は ， 身元確 認をす る家族 自体 も

死者 とな り，遺族に よ る 身元確認が で きな い状

況が考え られる 。 表 4 の 中央防災会議に よ る想

定死者数は東海地震，東南海 ・南海地震が午前

5時，都心 西部直下地震 およ び東京湾北部地震

が夕方の 6 時と い う設定で あ る 。 っ ま り多 くの

住民の就寝時が 一番犠牲者が 多 く な ると言 う想

定 な の で ある 。 津波 に さ らわ れた遣体 は損傷 も

激 し く，一
旦住居か ら引 き離 され て し ま っ た 以

上，身元確認が困難に な る状況は免れ られ な い 。

ま た ，一家で 被災 し，身元確認 を す る遺族 ど こ

ろ か遺体の 指紋認証な ど の 情報す ら残 らな い 可

能性が あ るの で あ る。

　 第三 に ，激 しい 遺体損傷お よ び遺 体腐乱 に よ

る身元確認 困難 な状況で あ る 。 1985年に 発生 し

た 日本航空機 123便 の 墜落事故 で は 520名 の 方

が犠牲 とな り，こ の 事故 に お い て 身元 確 認作業

は 127日 に 及 ん だ 。 飛 行機墜落 に よ り遺体 の損

傷が激 しか っ た こ と，部分遺 体が多 く確認作業

が 困難 で あ っ た こ とな どが長期化の原因 と言え

る 。 しか しなが ら こ の よ う な事態は 飛 行機事故

に 限 ら な い 。 2005 年 4月 に 発生 した JR福知山

線に よ る脱線事故 に お い て，電 車に よ る事故に

お い て も飛行機事故並 み の 衝撃が あ る こ とが証

明 され た 。
つ ま り， 新幹線や 通勤電車が最高速

度で 地震 に あ い ，脱線，激突事故が 発生す る と

飛行機の 墜落事故 の よ うな 身元確認 が 困難な状

況 は発生 し うる の で あ る 。 近 畿圏の 全勢力を投

入 し た こ の 事故 に お い て も検視作業に 時間が か

か り，身元確認 が難航 した 。
っ ま り，よ り大規

模か つ 広 域な災害時に は こ れ ほ ど の 人 的資源 の

投入が で きず，さ らに 時間が か か る こ とが 予想

され る。 2GO1年 に 発生 した ア メ リ カ同時多発テ

ロ 災害で は，WTC で の 犠牲者 2
，
749名 に対 して ，

19
，
915個の 部分遺体が 発見さ れ た 。 しか し，お

よ そ 3 年半か か った DNA 鑑定 に よ る作業 で も，

半数 の 部分遺体 の 身元 は確 認 で きず，2005 年 2

月に終了 した 。 犠牲者 の 42％に あ た る 1，161名
の 遺体 は依然 と して 確認 さ れ て い な い が ，新 し

い 技術が発見され るま で 特殊保存する と い う形

で打ち切 りとな っ た の で あ る
57）158）

。

　 こ れ らは事前 の 対策が難 しい 分野で あ る が，

よ り円滑な応援体制の確立 を目指す必要が あ る。

また ， 身元確認の 長期化に は，遺体 の 保 存が第
一

課題 と な っ て くる た め，遺 体 の 保存方法に っ

い て の 検討 も必要 で あ る と考え られ る 。 も しも

真夏 に 地 震が起 こ る と遺体 の 腐敗は進行が 早 い 。

防疫面 の 対策 もか ね て ，遺体を十分 に 保存で き

る環境を早期に確立 し，遺体を集中的に安置 し，

広報な ど に よ り遺族が 確認 しや す い 環境 を整え

る こ とが 少しで も早 い 身元確認 へ と つ な が る と

考え られ る 。 遺体 の 保存 に は ドラ イ ァ イ ス が必

要で あ る が，阪神 ・淡路大震災規模 に お い て も，

発災翌 日に は神戸市，尼崎市，西宮市，芦屋市，

宝塚 市 の 使用分 と して 96 ト ン の 調達が可能で

あ っ た
4Z）

。 よ っ て ， ド ラ イ ア イ ス の 確保 自体は

問題 で は な い と考え られ る 。 た だ し，阪神 ・淡

路大震災 と同様，そ れ ら が うま く配分 され な い

こ とか ら安置所 で 遺体保存体制が整わな い 可能

性 は十分 に 考 え られ，安 置所に よ っ て 格差が起

こ らな い よ う，警 察，県，市な ど の 行政機関 に

よ る
一

本化 された調達 ・配布が望 ま し い と考え

る 。

8．ま とめ

　本研究で は，「遺体処 置 ・埋火葬」業務に っ い て ，

過去 の 事例 （阪神 ・淡路大震災） で 浮上 し た 問

題点，お よ び，こ れ を上 ま わ る規模 の 災害時に

発生する と予想され る問 題点 に つ い て論 じて き

た 。 死者 へ の 対応 は防災行政に お い て い わ ば禁

断の 領域 とな っ て しま っ て お り，こ れ ら の 業務

に っ い て 論 じた文献 は少 な く，体系化され て い

な い もの が ほ とん どで あ る 。 し か し，今後，数

万人規模 の死者が想定 され る大規模災害が発生

す る と予想 され て い る以上 ，遺体処置 ・埋火葬

は決 して 目を背けて い られ な い 課題領域で あ る。

か っ ，衛生面，遺族 の 心的感情 を考慮す ると早

急に改善が 図 られ るべ き分野 で あ る と考え る 。

　以下，本研 究を通 じて 明 らか に な っ た 問題点

とその 解消 へ 向けた方向性を 10点列挙 して ，本

稿の ま とめ と した い 。
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1）遺族 へ の 情報提供計画

　火葬の 経験 ・知識が少な い 住民 へ 情報提供を

行 う窓 口 の 設置は不可欠で ある 。 しか しな が ら，

説明を行 う臼治体職員 に お い て も火葬 の 知識が

少な い こ とか ら，事前に窓 口 で の 説明事項，火

葬手順 な ど を記載 した マ ニ ュ ア ル を整備す る こ

とが必要 で あ る 。

2）情報の
一

元管理 の 必要性

　遣体安置所 の 物的 ・人的資源お よ び情報格差

や ．遺 族 と自治体 に よ る火葬場の 予約の 競合な

どを避け る た め に も， 厚生労働省な ど に よ り情

報を
一

元 管 理 し，自治 体や 国 が 主導を取 り，割

り振 りす る広域火葬計画を活用す る必要があ る 。

3 ）職員の ロ ーテ
ーシ ョ ン

　遺体 の 対応 は，心理 的 ・身体的負荷が 重 い 業

務で あ る た あ ， 職員 の 勤務交替体制を早期に確

立 す る 必要が あ る 。 特に部外者が 入 りづ らい 職

務 で あ るが ゆ え に ， 他 自治体か らの 応援職員で

も対応 で き る 部分 と居住地 区の 職員 に しか 対応

で きな い 業務 を明確化 し，他業務と の 調整を行

い，職員の 配置を考慮す る必要が あ る で あ ろ う。

4 ）他業務 との 調整

　 災害時に お い て ， 遺 体 の 対応 をす る よ う取 り

決 め られ て い る の は，福祉 関連 の 部署 が 多 く，

災害時要援護者の安否確認と い っ た緊 急 を要す

る業務が重 な っ て い る こ とが 多 い
。 業務に対 し

て 人的資源 の 配分を考慮す る必要が あ り，さ ら

に は，遺体 の処置 ・埋 火葬担当 とな っ て い る部

署が対応す べ き業務を マ ニ ュ ア ル 化 し て お くこ

とで ，混乱防止 と共 に よ り早 い 対応が可能 とな

ろ う 。

5 ）遺族へ の 配慮

　 遺体の処置 ・埋 火葬業務 は，他の 業務 と違 っ

て
， 多 くの 場合遣族が付随す る こ とを意識する

必 要があ る。遺体を抱え た 遺 族は ， 自由に 身動

きが取れず ， j壁難所 に身を寄せ る こ とが困難な

一種の災害弱者 で あ り，遺族心情 も考慮 に入れ，

で き る限 りの対応 をす る必要が ある 。

6）特例基準の 明確化

　 今後 の 災害対応 の局面で ，意 思決定が迅 速に

出来 るよ うに ， 新たな シ ス テ ム の 構築や 特例を
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出す基準等 に つ い て も再検討す る必要が あ る 。

例えば，過去 の 遺体の 処置・埋火葬業務に お ける，

自然発生 的 に 作 られ た 仕組 み ・ 特例に つ い て は，

そ の 経緯を事実関係か ら見っ め 直すな どを行 う

必要が あ る と考え る 。

7 ）火葬能力の 地域差を考慮 した協力計画の 立案

　各都道府県 お よ び知事会 ブ ロ ッ ク単位で の 火

葬能力を認識 し， 火葬能力 と被害想 定 を元 に，

よ り具体的な火葬計画を検討する必要が あ る 。

ま た，事前 に ど の 自治体 との 協力関係が早期火

葬終 ゴに 結 び っ くか に っ い て も検討す べ きで あ

る 。

8 ）ラ イ フ ラ イ ン の 途絶を見込 んだ対応

　火葬場 も医療機関同様，早期 ラ イ フ ラ イ ン 復

旧施設 と して 位置づ ける こ とに っ い て ，検討す

る必 要が あ る 。 ま た，都市 ガ ス 等 は復旧 に 時間

がか か る こ と か ら も，プ ロ パ ン ガ ス へ の 転用を

普及 させ る こ と な ど を考え て い く必要が あ る。

9）遺 体の搬送

　 自衛隊の 搬送手段に 頼るだ けで な く，民間 と

の 連携 な ど に よ り遺体 の 搬送手段を検討す る必

要が あ る 。 大量輸送が可能 に な ると，結果的に

自治体職員 の 同行数 も軽減 で き，自治体 の 対応

業務 の 効率化 に っ な が る 。 また，自衛隊や行政

な ど に よ る 遺 体搬送の 際 に は，車両を緊急車両

と指定す る な ど の 措置が必要 で あ る と考え る。

10）身元確認体制の 充実化

　大規模災害時 に は，遺 体発 見場所が 自宅と限

らず，身元確認 が 困難な状況が 懸念 され る 。 ま た ，

津波災害 ， 列車事故な ど で遺体 の 損傷が激 し い

た め ，身元確認 作業 の 難航が 予想さ れ る 。 早期

に 捜索 ・検視 ・検案要員を確保 す る こ と は不可

欠 で あ る が，防疫面 の 対策 もかね て ，遺体を十

分に保存で きる環境を早期に 確立 し， 遺体を集

中的に安置 し，広報な ど に よ り遺族が確認 しや

す い 環境を整 え る こ とが少 しで も早 い身元確認

へ とっ なが る と考え られ る。
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