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Many　organizations 　and 　depa吋ments 　have　 many 　sour   s　of 　in£D   ation 　such 　 as　TV ，　radio ，　thc　Internet　and

observatien 　image．　Disaster　rosponders 　have　to　process　much 　infbmlation　in　 order 　to　maximize 　the　efficiency 　of

response 　ac 直vi廿esJn 恥   ation 　process血900ntains 　gathering　infom｝ation，　inforrnatien　s雌 zing ，鋤 d　i緬 ation

dissemination．　This　paper　 explains 　 crisis　infbrmadon　processing　 system 　based 　on
”The 　Intenigence　Cycle’1，　 and

analyzes 　disaster　response 　manual 　in　Kobe 　city　based　on 　
IIThe

　Intelligence　Cycle”丘amework ．　Finally血 s　paper　would
establish 出 e　framewerk 　to　information　precessing　system 　for　effective 　disaster　response 　based　on 　incident　cornmand
system （ICS）．　　　　　　　　　　　　　　　　 ・
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1．は じめ に

　阪神 淡 路大 震 災以降，初 動期 に お ける情報の 空 白期を な

くす た めに 多 くの シ ス テ ム が開発 され，危機対応 機 関 に 導

入 され て い る，例え ば，最近 で は，地 震発 生 を瞬時 に知 ら

せ るシ ス テ ム と して ，2004 年 2 月 か ら気 象庁 に よ り試験

運 用 され て い る 緊急地震速報や，総 務省消 防庁 が構 築 を行

っ て い る全 国瞬 時警報 シ ス テ ム （J−A夏ert） な どが あ る．こ

れ は，震源 に 近 い 観測 点で こ の P 波を捉 え，こ れ か ら直ち

に 震源 ，地 震 の 規 模 （マ グ ニ チ ュ
ード）及 び 各地 の 揺 れ の

強 さ （震 度）を推 定 し，こ れ を情 報 として 迅速 に 利用者に

提 供す る も の で あ る．ま た ，こ れ ら の 震度情報 か ら瞬 時 に

各地の 震度分 布や被害推定 を行 うシ ス テ ム な どの 導 入 が

進 む．確 か に，緊急 地震 速 報や，金 国瞬時警報 シ ス テ ム

（J・Alert）な どの 危機の 発 生 を 事前 に知 るた めの 技 術 開 発

や，効果 的 な対 応 を行 うこ とで被害を最小 限に 抑え る た め

の 技術 開発 は 重 要 で あ る．し か し，発 生 した 危機 に よ る被

害 は 社会現象 で あ り，社会 現象 と して 危機 を捉 える こ とが，
効 果 的 な危機 対 応 を行 うた め に 必 要 で あ り，そ の 支援 を行

うシ ス テ ム の 開 発 が 重要 で あ る．

　
一

方 ，標 準 的 な 危 機 管 理 体 制 で あ る ICS（lncident
Co     d　Sys剛

1）・2〕・3）
の 考え方・体制 鱒 入 され て い る米

国で は ，危 機 対応 を
一

元 的に行 う拠点 と して 危機 管 理 セ ン

ター
（Emergency　Opetations　Center　：EOC ）を搆築 し，危機対

応 の た め の 資源や対応 状 況 の 管理 ・調整 を行 っ て い る．そ

の 運 用 を 支 援す る た め に ，COP （Common 　Operational

Picture）と い う標 準 的 な 共 通 認識 を持 っ た め の 枠組 み を持

っ て い る．そ の 結 果，EOC で は 現在 の 状況 を正確に 把握

し，異 な る 多数の 関係機関閭 で 情報 を 共 有 し，状況認 識 の

統
一

が 図 られ て い る．わ が国 に お い て も，こ の よ うに，さ

ま ざま な情報を基 に ，効果 的に 現 況把握を 行 い ，状況認 識

の 統
一

を 可能にす る情報 処理 につ い て 検 討 す る こ とは 重

要 で あ る．

　そ して ，危機 対 応 と は 意思 決 定の 連続 で あ り，意 思決 定

とは，そ の 時点 で 集 め られ た情 報 を も とに行 われ る．これ

まで の 危 機対 応 に お い て は，情報の 収集 に 重 点が 置 か れ ，
集 め られ た 情報 の 過 程 にっ い て は議 論 が され て い なか っ

た．っ ま り，わが 国で は ，こ れ ま で 情報 が集まれ ば危機対

応 が 可能 と考え られ て い た．し か し，適切 な意思決 定を行

うた め に は，危機 発 生 に よ っ て 生み 出 され る新 し い 現実 に

つ い て ，氾 濫す る情報の 中か ら必要 な情報だけ を効果的 に

抽出 し，把握 す る こ とが 必要 で あ る．

　ま た，危機 発 生の メ カニ ズ ム は，危機発 生 の 誘因 に よ っ

て 異な る．しか し，発 生 した 被害 を社会 現 象 と し て 考 えた

場 合，危 機 対応 は あ らゆ る危 機 事象 に 共 通 して い る．な ぜ

な ら，危機対応 とは ，自分 が 達成 した い と思 っ て い る 目標

と，危機発 生 に よ っ て 自分 が置 か れ た現 実 と の ギ ャ ッ プ を

問題 と して 認識 し，そ の 問題 を解決するた め の 最適 な行 動

を 選 択す る こ と に よ っ て その ギ ャ ッ プ を最 小化 す る （目標

を達 成す る）こ とで あ る と考え られ る か らで ある．っ ま り，
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どの よ うな 種 類や 規 模 の 危 機 に 対 して も対 応 可能 な
一

元

的な シ ス テ ム の 構築 が可能で ある．

　こ の よ うな背景 か ら本研 究 で は，危機対応 に 必 要 とされ

る情報 処 理 の あ り方 に つ い て 明 らか にす る と共 に，自治 体

の 防災 対応 マ ニ ュ ア ル の 分析を もとに，わ が国の 危機対応

に お ける情報 処 理 の 現 状 に つ い て その 内容 を検 証 し，効 果

的 な情報処 理 を 実現す る枠組み の 提 案を行 うこ とを 目 的

とす る．

2 ．危機対応 に 必要な情報 の 質

な ど，
“
lnforrnatien

”
と　

“
lntelligence

”
の 定義 に っ い て

比 較 した．比 較結果 か らもわ か る よ うに ，
“
lnformation

”

と
“
lntellig。nce

”
に お い て 異 な る点 は ，

“
lntelligence

”
と

は あ る 目的 を持 っ た 上 で 収 集 され た 情報 で あ り，か っ ，そ

の 情報に っ い て 評価
・
分析を行っ た結果で ある こ とで あ る．

　当然，危 機 対応 で 必 要 と な る 「情報 」 と は，効 果 的な危

機対 応 を行 うとい う 目的達成 の た め に 必要 と され るもの

で あ る．っ ま り，加 工 され て い な い 情報 や 目的 が 明 確 で な

い 情報で あ る
“
lnformation

”
で はな く，目的や ニ

ーズ に よ

っ て 収 集 さ れ 評 価 さ れ た 結果 作 り 出 され た も の で あ る
“
lntelligence

”
を 指 して い る．

（1 ） 多様 な情 報の 利 用 目的

　情報処理 の あ り方 を検討す る前 に，危 機 対応 を効果的 に

行 うた め に 必 要 と され る 「情報 1の 質に っ い て 整 理 を 行 う．
地城 防 災計 画や 防 災対 応マ ニ ュ ア ル の 中で 「情報」 とい う

言葉 が い た る と こ ろ で 使 わ れ て い る．しか し，そ の ほ とん

どは，
“
震 度

”“
震 源

”“
総 雨量

”“
河 川水位

”
とい っ た

観測情報や，
“
死傷者数

”
や

“
被害家屋 数

”
とい っ た被害

情報 で あ る ．東 田 ら （2005 ） の 研 究
4〕か らも，被 害情 報 を

管理 項 目 とす る 自治体の 平均が，87．6％ と高水準で あ る こ

とが わ か る．そ の 反 面，対応 状 況 を 管理 項 目と して い る 自

治 体 の 割 合 は低い ．
　危機 対 応 を 行 う場 合 に は ，現在 ど の よ うな 状況 に な っ て

い るの か を知 る こ とは重 要 で あ る．そ して 近 い 将 来 どの よ

うな こ とが 起 き る の か を 現 在収集 され た情報 か ら予 測 し，
被 害 を最 小 限 に抑 え るた め の 対応 を行 うこ とも 同様 に 重

要で あ る，し か し，適切 な意思決 定 や対 応方 針の 決 定 を行

うた め に 必 要 な情 報 とは 何 か を明確 に し ない こ とに は ，ど

の よ うな情報を，どの 精度で ，い つ ま で に集 め なけれ ばな

らない か が 決ま らない ．っ ま り，利 用 目的が は っ き りしな

い とそ の 時 点 で必 要 な情報が 決 ま らない ．

（2 ）
“
tnformation”

と　
“
lntelligence”

の 違 い

　 目本語 の 「情報 」 とい う言 葉を 英語 で は ，
“
lnformation

”

も しくは　
“
lntelligence

”
と訳 す．つ ま り，英語 圏で は 「情

報 」 を 使 い 分 け て い る こ と が わ か る ． “
lnformation

”
と

“
Intelligen 

”
の 持っ 意味に つ い て 比 較 した 結果 を 表 1 に

示す ．表 1 で は，英 和 辞書，情 報 につ い て 書 か れ た書 籍
5）・6）

を調べ る と共 に ，日本政府 が 国会 で 質疑応 答 した 内容
乃

表 1
“
［nformation

‘’
と
”lntelligence”の 比較

購 藪交腿
’…1…蕪 囁灘配 雌 遙面糶

’ミ湘…
搭瀰 6晩唇醗

内
；i二

英和辞 典 1 情報
・
たより

・
報道
・
知識
・
見聞
・
学識 知性・知力

・
理解力

・
知恵
・
（敵に関して 得た惰

報を評 価して 出す）結膾
・
決 定

莫和辞典 2 通知
・
報知
・
報 告

・
情報

・
知識
・
見聞
・
知

らせ
・
事実

理解 力
・
思考か 知力

・
知能
・
〔特 に璽要な事

柄の 〕情報
・
諜報

英和辞典3 知 らせること
・精報・資料・知識

・報道・
報告

知性・理解力
・
思考力

・
知性・情報嶂随 ・

知識

書籍 1 評価されない素材 数多くの イン フ ォ メーシ ョン を収集
・
加 工 し、総

合分 析し評価解釈を施 した上で生まれてくる

結果

書籍 2 イン フオメーシ ョン は必ずL も全 て イ ン

テリジェン ス とは限らない

政 策決定者 の ニ ーズ 1＝合致するように 収集・
絹査されたイン フオメーション

賽籍 3 ・役立 つ 知臓か否か の 選別・評価 （遖

時・適切性）と真偽（正 確性）の 評価・判
定をし て い な い知識
・
情報責料

・役立 つ 知識か 否か の 選別・評価 ⊂適時・画切

性｝と真偽（正 確性）の 評価・判定をおこなった

餌 識
・
処理された知識

国会答弁 情報
・
報道

・
知らせ 知 能

・
理知

・
英和
・
知牲

・
理解力

・
情報

知 的に加 − ・集約された情報

〈比 較対 象と した文 献 〉

英和辞書 1 ： ラン ダム ハウス 英和辞典 （小学館）

英和 辞 典 2 ： リーダーズ 英和 辞典 （研 究者）

英和辞典 3 ： ジーニ ア ス 英和辞典 （大修館書店）

書籍 1 ： 「情報」 と国家戦 略 （太 田文雄）

書籍 2 ：イ ン テ リジ ェン ス （マ
ー

ク ・ロ ウ エ ン サル ）

書籍 3 ：意思決定の た め の 作成情報理論 （松村　劭）

国会答弁 ：イ ン テ リジ ェ ン ス の 定義 に関する再質問（平成 18年 3 月 280 ）

（3 ）
“
lnformation

”
か ら

“
lntelligence

”
へ

　現在，わが 国の 地域防災計画 や 防災 対応 マ ニ ュ ア ル 等 で

は，イ ン タ
ー
ネ ッ トや，各 メデ ィ ア を 通 じた 公 開 され た 情

報の 他，被災地 の 動画 や 写真 な どの 映像 情 報，震 度 計や水

位 計 な ど の 計測機 器 に よ っ て 測 定 され た 計測 情報，推定 シ

ミ ュ レ ー
シ ョ ン に よ っ て 得 られ た情 報 な どを収 集 の 対 象

と して い る．そ し て，危機発 生 か ら しば ら くする と，負傷

者数 や 死者 数，そ して被 害家屋 数 な ど とい っ た情 報 が，現

揚へ派 遣 した 職員 な ど か ら収集 され ，そ して 集 計 され る．
表 2 に情報 源 の 種別 につ い て ま とめた もの を示 す．

　 そ して ，こ れ らの 情報に 対 し て，誰 が，い つ ，どこ で ，
ど の よ うな情報源 か ら入 手 した の か を 明確に す る 処 理 を

行 い ，さらに，こ れ らの 情報 を必 要 とす る 目的 に従 っ て 評

価 ・分析 を行 っ た 結果，初 め て 危 機対応 を行 う意思 決 定者
へ報告 で き る内容 とな る．この よ うな処 理 を行 う こ とに よ

っ て ，そ の 情報が
“
lntelligence

”
とな る ．

　 米 国 の ICS で は，こ の 情 報 に対す る評 価 ・分析 作 業 を情

報 作戦部門 （Planning　Section） が 行 うこ とに なっ て い る，
そ して ，そ の 結果 を用 い て，状 況認 識 の 統

一
を行 い ，次 の

活 動 の ため の 危機 対応 計 画（Incident　Action　Plan：IAP ）を作

成す る．ま た，情報 作戦担当の 中に 情報収集係〔lntelligence

＆ Infermation）を設 置す る場合 が あ る．こ こ で は ， 業 務 遂

行上，特に 重 要 と思われ る情報に 関して ，収集
・
分析 をお

こ ない ，意 思決 定者 へ 報告 を行 うとい っ た情報 管 理上
， 重

要 な任務 を行 う．

表 2 情報源 の 種別
　　　　　　　　　　　　　　　　脾帖，甜内，碍諢脾内圧脾内r…广
i；灘 i灘 飜lii　　　　　　　

熟照…
嬲 皸1羈難羅

　 　 　 　 串亭…　 　 　匸箏iiぎ諺 §
斈

公 開情報 ・OSINT 〔Ope 卜 S 。u 障 e　lnteUigence｝
新 聞、雑誌．テレビに よるニ ュ

ー
ス

イ ンタ
ー

ネ ツ ト

通信情報；COMINT
Comm 凵nica 吐iDn　lnヒelligenGe ）

通信傍曼．通信評定 、暗号解析、
インタ

ー
ネ ッ ト解 析電 波情報 ：SIGINT

〔SignalsIntelligence
｝ レ

ー
ザテレメト1丿

一
情報：ELINT

（Elec  1ntellig耶 e〕

電子情報、
電波発信所の 位置 ・能 力の解析

画 像情報：IMINT 〔lmage ツ
htelligen じe ）

偵察衛星による回像 ・写真

三 次元の 地理
・空間情報

計測情報：MASINT
（Meas凵remen 【and 　Sig四ature ［ntelligence ｝

大きさ、熱、化学組成．振軌

形 状とい っ た計測可 能な情報

人的揖報：HUMINT （H凵man 　In巴e11igence ）
ス パ イによる情報

コ ンピュ
ー

タ
・ハッカー

（4 ＞情 報過 程 （イ ン テ リジ ェ ン ス
・サ イ クル ）

　CIA の 情報過程 （The　lntelligence　Cycle）
8）を参考に情報

過 程 を整 理 す る．情 報過 程 とは ，収集 計 画 ・収集 ・処理 ・

分析
・共 有の サ イ クル とな る．しか し，こ れ ま で の 検討結

果 か ら，本研 究 で は t 情 報 （lntelligence） とは 同的 を持 っ

た情報 で ある と考 え，こ の サイ ク ル に，
“
情報要 求

”
と
“
収

集計 画
”

を 追加 した ．理 由 と して は，情 報 に は，情 報 を 必

要 とす る人 （カ ス タマ
ー）が必ず 存在 し，そ の 要 望 に沿っ

た 情 報 を 集め る 必 要 が あ る．っ ま り，情報 過 程 に お い て，
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・どの よ うな情報が ほ しい の か

　　 ・何 を決断す るた めに必 要 な の か

　　
・どん な判断を しな ければ ならない の か

　 　 ・い っ 決 断 を し な けれ ばな らな い の か

な どの 要求 が存在 して は じ め て，どの よ うな情報 が必 要 と

なるの か 明確 にな る．そ して，こ れ らの 要 求 に従 っ て，情

報 は 集 め られ，処 理 され る．そ の 結果 の 情報過 程 を図 1

に 示 す．

　まず，情報要求 とは，危機対応 の た め の 意思決定を行 う

意 思 決 定 者が，目標 を 達 成す るた め に ，
「何 を，い っ ，決

断す る の か 」 を 明 確 に す る こ と に よ っ て ，必 要 とな る情 報

を入 手 する要求 を出す こ とで あ る．次 に，その 要 求 に従 っ

て ， 「入 手 可 能 な情 報 の 列 挙」 や 「優 先 順 位付 け 」 な ど の

情報収集計画 を 作成 し，収集指示 を各関係 機 関 に出す．そ

の ときに，どの 情 報源 を利 用 す る の か，よ り詳細 な情報項

目，報告期限，場所，方法等の 指示 を行 う．

　次 に，情報 を扱 う関係 部局 に よ っ て，必 要 とされ る 情報

の 収集が 行われ る．し か し，単に 収集 を行 っ た だ けで は，
利 用が で き な い ．そ の た め次 に行 う処理 は，集め られ た情

報 に番 号 を付 与 し，整理 区分に従 っ て 整 理 を行う．こ の 時

点で，情報の 適時 性や適切 性 の 判 断 を 行 い ，必要 で な い も

の は不 要 な情報 と して 破 棄す る ．た だ し，この 時 点 で 捨て

る の で は な く，再利用可能な状態 とす る．最終 的には，信

頼性や正 確 性 の 判 断 を行 う．こ の 処理 を 1 次処理 とす る．
次に，情報を整 理 し，報告で きる形 に編集 を行 う．これ が

2 次処理 で ある．最終 的 に，こ れ らの 情報 が 目標 を達成 す

る た め に 必 要 か ど うか の 妥当性の 分析を行 い ，その 結果 を

意思決 定 者に 報告 す る こ とに よ っ て ，次 の 意 思決 定 が行 わ

れ る．

　 こ の よ うに して ，あ る 目的 に よ っ て 集 め られ た情報を，
必要 な処 理 を行 っ た上 で ，意思 決 定者 へ 報告する こ とに よ

っ て ，当初 設 定 し た 達成 目標 に 沿 っ た 意思決 定 が 可 能 と な

る．

処理

一二5蕪蹶广、．、・・駕熊 …、
情報要求
憮 燃 叢 ：・

　　耐：の：内託濡匸：、託にr疾
坂集齢画・離 ii

鼕灘
　　冂竇『ミ

　 総 篠 二こ綾
繊 簸理

纔瓢 鑼蠶讙鐶 難 ii
、贈伊齢1

　　居n〃
織 要i……

載 され て い るが ， 平 成 9年度 以 降ほ とん ど修 正 ・更 新が行

われ て い ない た め．本 分析 で は 主 に 概要 版 を 中心 に 業務 の

整 理 を行 うこ と と した．
　防災対 応 マ ニ ュ ア ル （概要 版）で は，危 機対 応 を 大 き く

40 の 業 務 単位 に 分類 して い る．今 回 の 分析 で は，情報過

程 に っ い て 分析 を 行 うこ と を 目的 と し て い る た め，以 下 の

条 件 で 対 象 とな る マ ニ ュ ア ル を選 択 し た．
・　 発 災後 72時間 を 目安 に，緊 急性 の 高 い 災害対 応 業務

　 　 につ い て 書か れ て い る こ と
・
　 主 に情報を扱 うマ ニ ュア ル で あ る こ と

・　 部 局 間 で の 情報 の や り取 りや，業 務連 携 が行 われ て

　 　 い る こ と

選 択 され た マ ニ ュ ア ル 名 と 主 に 担 当す る部 局・課名 につ い

て 整 理 した もの を表 3 に 示 す．

　 　　 　 　　 　　 　 表 3　分 析 の対象

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 liiiiiiiii
、腿iミ脇嬲

囁歪ミ．巳胴脳難u ∈葺ミ凱歪ミ・匸齦 巳
獗 調

短… 遣βn駻
　　 靆iii・

羆 寧　 广　 r广即咽昭州脚即冊广、

災 害対策本部設置・
運営マ ニュア ル

災害対策本部情報収集 ・伝達マ ニ ュアル
危機管理室

広 報 マ ニ ュア ル 市 民 参 画推進 局広報課

救護活動 マ ニ ュア ル

要援護者支援 マ ニ ュ ア ル
保 健 福祉局庶 務課

道路災害応急 対応 マ ニ ュ アル 建 設 局庶 務課

避 難 所 開設 ・運 営マ ニ ュア ル 中央 区役所総務課

（2 ） 業務の 整理 手 順

　分 析 を行 うため に，現行 の マ ニ ュ ア ル に つ い て，記載内

容 の 整 理 を 行 っ た ．業務の 整 理 手 順 を 図 2 に 示 す．

（1〕 業務の 抽出

（2）業務フ ロー図 の 作 成

（3）業務 分析 シ
ー

トの作 成

（4〕部局 ヒア リン グの 実 施

（5） 情報項 目の 整 理

図 1 情報 過 程 （The 　Intelligence　Cyde ）

図 2　 業務 の 整理 手順

3 ．わ が 国 の 防災対応マ ニ ュ ア ル に おける情報過程

の 分析

（1 ）分 析 の 対象

　JCS の 枠組 み か ら情報過 程 に従 っ て 整 理 し た 内 容 に っ

い て ，わ が国 の 自治体 の 計画 に記 載 され て い る 内容 と比 較

を行 う．本 研 究で は，1995 年に 発 生 し た 阪神 淡路 大 震災

に よ っ て 甚大な被害 を受 け た神 戸 市の 計 画 を比 較 対 象 と

した．理 由 と して は，神 戸 市で は，地域防災計画 とは別 に，
震災 の 経験 か ら，地震発 生時の 危機対応 内容を具 体 的 に記

述 した 防 災対応 マ ニ ュ ア ル （概 要版）
9） と防災対応 マ ニ ュ

ア ル （本 編 版）の 作成 を 行 っ て い る ．この マ ニ ュ ア ル で は ，
地域防災計画 に は 記 載 され て い な い ，詳 細 な行 動 内容 が記

載され て い る た め，研 究 の 対 象 と して い る情報 過 程 の 分析

が可 能で あ る．た だ し，防災 対応 マ ニ ュ アル （本編 版 ）に

つ い て は ，詳細 な 業務 内容 や チ ェ ッ ク リ ス ト，様 式等 が 記

a ） 業務の 抽出

　 マ ニ ュ ア ル か ら，危 機 対応 を行 う上 で 必要 とされ る最 小

単 位 の 業 務 （以 下
“
ま とま り仕事

‘‘
とい う．）を抽 出す る．

業 務 の 抽 出方 法 は，記 載 され た 内容 を主 語 （誰 が ） ・述 語

（〜をす る） ・目的語 （何 を）に分 解 し，述語 の 部 分 を 中

心 と した 内容 を 1 っ の
“
ま と ま り仕 事

”
と す る．

“
ま とま

り仕事
”

の 中に は大 き く分 けて 次 の 2 種 類 が あ る．1 つ は，
行 動 を伴 う対 応業 務 に 関す る もの で あ り，も う 1 つ は ，体
制，組織搆造，役 割，役職 な どに 関す る 内容 が ある．例 え

ば，　 「（
一

部省 略）市長が災 害対策本部長 とな る 」 な どが こ

れ に あた る ．最終的に は 分析 の 対象は 前者で あるが ，こ の

段 階 で は 両者 の 抽 出を行 い 整 理す る こ ととす る．
b ） 業務 フ ロ ー図の 作 成

　地 域防災計画や防災対応 マ ニ ュ アル （概 要版 ）で は業 務

内容 を 明確 に す る こ とを 目的 と して い る た め に ，必 ず し も

そ の 内容が 時系列 に記 載 され て い る とは限 らない ，また，
複数 部局 に また が る業 務 に つ い て も，部 局 ご とに記 載 され
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て い る場合 が あ るた め ， 業務 と業務 の 関係や 部局間の 連携

関係を把握する こ とが難 しい ．こ の よ うな 問題を解決す る

ため に
“
業 務 フ ロ ー図

”
の 作成 を行 う．　

“
業務 フ ロ

ー図
”

とは ，部署 ご と に，時系 列 に，
“
ま と ま り仕 事

”
を 配置 し

た流れ 図 で あ る．しか し，単 に時系 列 に 配置 し ただ けで は

完 全 な 流れ 図 に は な らず，途 中で 業 務が 途切 れ る も の や，
部 局 間で 連 携が図 れ て い な い もの が 出 て くる場 合 が あ る．
こ の よ うな 部分 に っ い て は，後 に行 う部 局 ヒア リ ン グ で 内

容 を確 認 し，修正 す る．こ の よ うな 作業 を繰 り返 す こ とに

よ っ て，既存の 計画 の 問題 点や 不 備な どを 見 直すこ と が 可

能とな る．
c ）業務分析シ

ートの 作成

　次に，
‘
業 務フ ロ

ー
図

”

を基に
“
業務分 析シ

ー
ト

”

の 作

成 を行う．
“
業務分析シ

ート
”

とは ，
“
業務フ ロ

ー
図
”

の

流れ に従 っ て
“
ま とま り仕事

”
を 「い っ （トリガ

ー
）」 「ど

こか ら」 「誰が 亅 「どこへ」 「何 を （情報内容）」　 「どの

よ うに して （手段 ）」 「どの よ うな 様 式 で 」 の 項 目で 整理

した もの で あ る．なお ，

“
業務 フ ロ

ー図
”

と同様 に， 「防

災対 応 マ ニ ュア ル （概要 版）」で は 記載 され て い な い 内容

が あ る．特 に 日本語 の 特徴 と して 主語 が省 略 され る場 合 が

多 い た め に，「誰が」 の 部 分 が記載 され て い ない 場合 が 多

い ．こ れ に っ い て は，前後の 文脈 か ら推測す る こ とが 可 能

で あ るが，緊急 時 に 早 急 な対応 が 必要 と され る 内 容 が記載

され て い る性質上，特に 主語 （「誰が 」）は 明確に す る必

要 が あ る．こ の よ うに，防災対応 マ ニ ュ ア ル （概要版）で

明記 さ れ て い ない 項 目に つ い て は，後 に行 う部局 ヒ ア リン

グで 確認 し，修 正す る．
“
業務分析 シ

ート
”

の イ メ
ージ を

表 4 に 示 す．
d ）部 局 ヒア リン グの 実施

　 防 災対 応 マ ニ ュ ア ル （概 要 版）と
“
業務 フ ロ

ー
図
”
，
“
業

務分析 シ
ー

ト
”
を用 い て 担当部局 に ヒ ア リン グを実施 す る．

ヒ ア リン グで は，主 に 防 災対応 マ ニ ュア ル （概 要版 ）に 記

載 されて い る 内容で ，不 明確な部分や
“
業務フ ロ

ー
図

”

，
“
業務分析シ ート

”
の 作成に よ っ て 明確 に な っ た 問題 点や，

さらに は 防災対応マ ニ ュ ア ル （本編版）に記 載され て い る

内容につ い て ， 担 当者に確認を行い 業務内容の 分析
・整理

を行 う．
　 ヒ ア リン グの 結果，既 存の 計画 で は不 明確で あ っ た 内容

を
“
業務 フ ロ

ー図
”

に反 映 す る こ とに よ り，現 実 に 即 し た
“
業務フ ロ

ー
図
”

を作成する．同時 に
“
業務分析 シ

ート
”

へ の 反 映 も行 う．ヒ ア リン グ を 行 っ た ス ケ ジ ュ
ー

ル を表 5

に示 す．

（3 ） 情報項 目の分 類

　 業務 の 整 理 の 結 果，マ ニ ュ ア ル 毎 に 抽 出 され た 469 の

“

ま とま り仕事
”

の 内容を，「情報要求／収集計画 ／収集

／集 約 ／記 録／ 把握 ／ 報告 ／決 定／ 共有 」 に分類 し た．ま

た，情報過 程 とは 関係が ない 内容で，体制，組織構造，役

割，役職 な どに関す る内容 は，「体 制 」に分 類 した．ま た ，

収 集 と集約 にお い て 様式 が 規定 され て い た の は ，収集が

22％ で 集約 が 33 ％で あ っ た．主 な 分類 例 を 表 6 に，分類

結 果 を表 7 示 す．本分 析結 果 か ら，防 災対 応 マ ニ ュ ア ル （概

要 版）の 中か ら抽出され た
“
ま と ま り仕 事

’
の 特徴 として

以 下 の 点が 明 らか に なっ た ．

　
・
　 情報過 程 で 最初に お こ なわ れ る べ き 「情報要 求 」と

　　　 「収集計 画」 の 記 述 が され て い な い

「収集 」 と 「把 握」 に対 して 「集 約 」 の 割 合 が低 い

「体制 」 の 記 述が 多 い

「災 害対 策本 部情報 収集 ・伝 達 」 マ ニ ュ ア ル にお い

て 分析 の 割合 が高い

表 4　業務分析 シ
ー

トの イ メ
ー
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表 5 　ヒ ア リン グス ケ ジ ュ
ー

ル
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・，漉 蘿 ：ブ薫 身隔 、・・1漁 1

Ψ 成 1 了年 lo 月叩 930 一虞2DO 市民 参 画推進局広 〒艮課 広 眼

1500 〜180D 危機管理室 災害対策本部股置 運誉

平成 17年 星0月 25 囗 9　30噌L2　00 市 民 参 画 推莚 局 広報 課 広級

M ひG〜1700 危概管理室 災害対策本部情報収集 伝 産

平成 17年 11月 4「1930 〜1∠ OD 保健福祉局庶務課 救護 盾動

要援饅者支援

匸500〜ユ700 建設局庶務課 直路災霄応急対応

17・00噌1＆・00 危機管理室 災霽対策 本部情紐収躯
・
伝蓙

平成 1了年 11月 24 ［ 9【30−1200 中丸区 役所総務課 避難所開殻・運営

L400 −L530 建識局庶務 課 道路災霽応急対応

15 州〜HOO 危機管理壷 災害対策本部 唐帯収集
・
伝連

平 成 17年 隅 柵 2 口 930 〜1200 中央 区 役所総務課 避難所關設
・
運営

L4　G3〜1530 保健福祉局庶務踝 救護盾勤

要援護者支援

15 己O印田 OD 危機管理毫 災霜対策本部設置
・
運僻

表 6 　
‘‘
ま と ま り仕事

”
の 分 類例

分類 1灘 ：騰 綴 ・ilil騷 罰 ；孅事麟 鰄ii：；、iii：iiiill…．．・噌

情報 要 求
一一一

収 集計 画
一一一

収集 〜を収 集する 。
集 約 一を集約する。

処理
記録 〜を記録 する。
把握 〜の 状況を把握する。

分析 報告 一を報告 する。〔システム に）〜を入 力する。
決定 〜を決 定する。〜を判 断する。〜を指示する。

共 有 〜を共 有する。
一を広報 する。一を各部 に伝 達する。

体 制
〜を設 置する。〜を召集する。〜の体制 をとる。
〜を派 遣する。〜を周 知 する。〜を受 け取る 。

表 7　ま とま り仕 事 の 分 類結 果

〔単位 ％ ｝

マ ニ ュ アル 名
　 ζ項 目数） 聾蕃

濾 濠
講 iili麟灘囁

憾 9・鶴 鵬 i、1：’；・ll
・｝…lill蠶i繕 1…i………i・i｝

・
・…：：・

’
1鮒 評

囁lliシ

繕鸞婆；縛縢 蝋
“

織 ：餓 靉 糲

市災害対策本部設置・運営   0 ゜ 56

｝
4534

！
135 …・・

E
・ 1・・ 柵

し

災害対策本部情報収集
・
伝達翻 OIOII21

】
E234 劃 1gi121 国 抛

広報  

　　十 、

0　 0 卩 ．111 ．8
　 　 十　　

154 刀

1

・ 丁・ 旨・・嘱 ・

1　 →

救護活勦側

　r　　IO・OI6 ．53 ．23 ．2 　　・＝甘 7汁
　　　　　　：11測 4隠吾1・3

：
14・5 卩 」

避難所開設・運営 

　 ・　 lolo12
コ 1．41 ，4 　 　1　　 　　 　 1　 　 　 　 　 　 　 　 　

118i 町 111 丘 5
…
6a3

要援護者支援  ・1・
ミ

・ 1．51 ，5
　 　」一悒　　　　I　　　　　　　　　　I

la5118 石 旨
151 』 15ag

道路災害応急対応  ・「1・ ・ i・

　 才　　 11

列 色 11167 …227515

　 ・　 「広 報 」　 「道 路 災害 応 急対 応 」 マ ニ ュ ア ル に お い

　　 　 て 共 有 の 割合 が 高 い

　 ・　 マ ニ ュア ル に よ っ て 分布が 異 な る

　 ま た，こ れ らの 結 果 を情報過 程 の 視 点 で 分析 した 場合，
以 下 の 点が課題 とし て 考え られ る．
　 ・　 情 報 の 利用 口的 が明 らか に され な い ま ま 「収集 」 さ
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　 れ て い る

・　 「収集 」 を行 っ た情報 にっ い て十 分 な 「処 理 」 を行

　 わ ない で 報告 が行 われ て い る

・　 「報告 」の み で 内 容 の 分析 方 法 に 関す る 記 述 は ない

（4 ） 課題 の 抽出

　防災 対応 マ ニ ュア ル （概要版）に 記載 され て い る 危機対

応 内容 を，
“
ま とま り仕 事

”
単位 に整 理 を行 うこ とで ，ど

の 時点 で ，どの よ うな情報が必要 と され て い る の か 明確 と

な っ た ．そ の 結果，新た な 課 題や 問題 点 を 発 見す る こ とが

で き た．これ まで 行 っ て き た分析 結 果か ら導 き 出 され た課

題や 問題点 に つ い て，下記 に 示 す．
a ）個 別 に行 われ る被 害 情報 報告 の 利用 方法 が不 明 確 で あ

る

　現在，定 期的 に 行 われ る被 害 報告 とは 別 に，個 別 に ，よ

り詳細な被害情報を集め る た め の 様式 が ある．情報 を集 め

る とい う観点か ら言 うと非 常に重 要 な内容 で あ るが ，被害

が広域 も し くは 長期間に 及 んだ場合，多くの 情報が 報告さ

れ る こ と が 想 定 され る，そ の 中か ら重 要な情 報 を選 別 し，
また 重 複す る情報 を見分 け るこ とが で き る よ うに す る 必

要が あ る．こ の よ うな 問題 を 解決 す る た め に，事前 に き ち

ん と した 運用 ル ール を規 定す る必要 が ある と思 われ る．
b ） 誰 が （主 語 ） が 明記 され て い な い

“
ま と ま り仕 事

”
が

多 い

　 「業務分析 シ
ー

ト」を整理 す る 中で ，特 に記 載がす く な

か っ た （情報 が欠 落 して い た ）項 目が
“
誰 が （主語）

”
で

あ る．これ は，日本語 の 特徴の ひ とつ で あ る が災害対応を

行 う上 で は明確に す る必 要 が あ る．ま た，主語 を明確 に す

る上で ，担 当部 局 の 統
一

も同時 に 重要 で あ る．マ ニ ュ ア ル

毎 に 部 局の 記載名 が 異 な る 場合が あ っ た．業務 を 明確 に す

るた めに はや は り部 局 の 呼 び名，単位 等 も統
一

す る必要 が

あ る．
c ）伝 達する情報内容が明確で な い

　情報 内容 に っ い て は，「防 災対 応マ ニ ュ ア ル （概要版）」

で は詳 し い 内容が 記 載 され て お らず，一部の 様 式 にっ い て

は 「防 災対応 マ ニ ュア ル 」 の 詳 細版に 添付 され て い た．今

後は ，危 機管理 情報 シ ス テ ム の 整 備な どに よ っ て 様式 が統
一

され る と思 わ れ るが，シ ス テ ム が 利 用 で き ない 場 合 を想

定 して 情報項 目の 整理 を行 い 様 式 の 統
一
化 を行 うこ とが

重 要 で あ る ，
d ） 緊急時 （30 分一1 時間程 度） に お ける被害情報の 集

約様式が な い

　特に 緊急時 に 報告す る こ と に なっ て い る局 舎内 の 被害

状 況 にっ い て
， 各 部 局か ら情 報 が集 め られ る．しか し

， そ

の 情報を ど の よ うに集計 し，次の 対 応 の 意思 決定 の た め の

資料 とす るの か とい っ た，処理 ・分析 を行 うた めの 様 式 が

な い ．
e ）初動 期 （3 日 まで ） に お ける 区、局 の 被害情報報告の

集約 方 法が 不 明で あ る

　初動期に 定期的 に 行われ る 被害情報報告に つ い て そ の

集約 方 法が 不 明確 で あ る．こ の 期 間 に 行 わ れ る報 告 は，被

害状況 が概数か ら確 定 情報に 変 化 し て い く重 要 な期間で

あ る．しか し，区が 行 う報告 と局 が 行 う報告 の 情報 項 目が

異 な る
一

方 で ，局 の 報 告様 式 とこ うべ 防災ネ ッ トの 情報 内

容 が ほ ぼ 同 じ で あ る と こ ろ を 見 る と，区 の 報告様式 も 局 に

合 わせ る必要 が あ るの で はな い か と推 測 され る ．

　 ま た，集計 を行 う場合の 問題 点 と して ，区の 被害情報 と

局 の 被害情報は 単純に あわ せ る こ と はで き ない の で は な

い か と思 われ る．つ ま り，区 は面的 な エ リア 毎 に集計 した

も の を 報 告す る こ とが 予 想 され る．そ れ に 対 して ，局 は ，

業務 に よ っ て 分け られ て い る た め エ リア で は な い 視 点 で

の 集 計値 と考え られ る．よ っ て，こ れ らの 区，局か ら報 告

され る 被害情報 を集計 す る こ と は難 しい と思 われ る．
f ） 危機 対応状 況 を管 理，報告す る様式がな い

g 〕関係部局等に 対応状況 や意思決定内容を共 有す る様式

がな い

　初動期に 集め られ た情報を基 に，最初の 危 機 対応 の た め

の 意 思決 定 が行 わ れ る．こ れ ま で は 情報が集 ま ら な い た め，
初動 対応 が遅 れた とい う教 訓か ら， 初 動期 に必 要 とされ る

情報 を 集め る シ ス テ ム の 構築や，そ の た め の 業務 改善を 中

心 に行 っ て きた．そ の 結果，情 報 収集 に 関す る業務 は非常

に 充 実 し た も の と な っ て い る こ と は 今回 の 業務 分析 で も

明 らか に な っ た．しか し，そ の 集 め られ た情報 か ら危機 対

応 を 行 うた め の 意思決 定 を行 い ，対 応 方針，対 応 方法 な ど

の 指 示 内容 に 関す る 情 報 を共 有す るた めの 記 載が あ ま り

な か っ た．被害情報と同 じ く，危機対応 状況 を管理す る た

め の 業務フ ロ
ー
や様式な ど も重 要 で あ る．

（5 ） 分析紿果

　抽 出 され た課題 を，情 報過 程 の 分類 に従 っ て 整 理 をす る

と，以 下 の よ うに な る．
　

‘‘
情 報 要求

“
が明確 に行 われ てい な い た め に発 生 す る問

題 は ，「a ）個別 に行 わ れ る 被害情報報告 の 利用 方 法 が 不

明確 で ある」 ，
“
収集 計画

”
が 明確 に行 わ れ て い ない た め

に 発 生す る 問 題 は， 「b ）誰が （主語 ） が明記 され て い な

い
‘‘
ま とま り仕事

”

が 多い 」
・「c ）伝達する情報内容が

明確で ない 」，
“
処 理

”
が 明確に 行われ て い ない ため に発

生 す る 問題 は， 「d ）緊急時 （30 分〜1 時間程度）に お け

る被 害情 報 の 集約 様式 が な い 」
・「e ）初 動期 （3 日ま で ）

に お け る 区，局 の 被害情報報 告の 集約方 法 が 不 明 で あ る 」，
“
分 析

”
が 明確 に行 われ て い ない た め に発 生す る問題 は，

「f）危機 対応 状況 を管理 ，報告 す る 様 式が ない 」 ，
“
共

有
”
が 明確 に行 われ て い ない ため に発 生す る問題 は ，「g ）

関係 部 局 等 に 対 応 状況 や 意思 決 定 内容 を共有 す る様 式 が

な い 」 で ある．

　 また，体制 に 関す る 記述 が 多い 点か らも，わ が 国の 防 災

計 画 で は 情報過 程 に 視点 を置い た 記述 内容 にな っ て い な

い こ と が わ か る．こ の 原 因 と し て 考え られ る こ と は ，今回

対 象 とした神 戸市 防 災対応 マ ニ ュ ア ル が 阪神 ・淡路 大震 災

とい う特 定の ハ ザー
ド （

一
部の 章で 風 水 害等 の マ ニ ュア ル

があ る）を対象 と した危機対 応にっ い て 記 述され て い る た

め，想 定外 の 危機 に 対 し て 利 用 で き る よ うな 内容 に な っ て

い な い ．

4 ，ICSの枠組み に 基づ く情報過程

　 どの よ うな種類や規模 の 危機 に 対 して も対応可 能な一

元 的 な危 機対 応 を可 能 にす る ICS の 枠組 み の 特 徴の
一

つ

は，危機対応に お ける 情報過程 を明確に して い る こ とで あ

る．特 に そ の 中で も，重 要 な機能 の
一

つ が 「責任 担 当 期 間

（Operational　Period）」 の 設 定で あ る．ICS で は 要員 の 交代 を

前提 として シ ス テ ム が 構築され て い るた め，一定期間 にお

ける 目標 設 定や H 標 達 成 に む けた業 務計画 の 策 定や，こ れ

まで 行 っ た業務の 引継ぎな どを 目的と した，状況認識 の 統
一

（COP ）・当面の 危機 対応 計画 （IAP ：Incident　Action　Plan）

の 作成 ・
口誌 （Leg）の 作成 とそ の 処 理 手 順 を明確に して

い る．こ の 考え 方 は，わ が 国 で も通信 ・電力 ・ガ ス 事業 者

とい っ た公 益事 業 体や，病 院な どの 医療機 関，そ して 警察
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や 消 防とい っ た 24時間継続 して 業務を遂行 す る業 種 にお

い て は採用 され て い る．

　 こ の よ うに して，意思決定 され た 内容を危機対応 に必要

な 形 に 整 理 し，状 況認 識 の 統 r を迅 速 か つ 正 確 に 行 い ，関

係 機 関 に 共有す る こ とで ，危機対応 を 効果 的に行 うこ とが

可 能 とな る．先 の 研 究
4＞か ら東 田 ら （2005 ） は，標 準 的 な

危機 対応 を 可能 に す る 組 織運 営体制 と して ，米国 を始め 先

進 国 で 採用 され て い る，ICS の 枠組 み の 検 討 を行 っ て きた．
こ れ らの 成果 を基 に，情報過 程 と ICS の 枠組み に よ る組織

体 制 を 組 み 合わ せ た ，ICS に 基 づ く情 報過 程 を実現 す る こ

とに よ っ て ，効果 的 な危 機 対 応 が可 能 と 考え る．ICS に 基

づ く情報過程 の イ メ
ー

ジ を 図 3 に示す，

精報セ篝タ麗

慧関係 機関．§i ；

〆
　　　　　　　　　　 ≧

欝 決努
曲
繰 ；

　　　内F　ぼ繭广四　　　　　　「

鑼 i鏃軅 灘iii
・二ICOP广

薫災 隈

疑
厚
　
職嵩

iiiil騫鯲
礁 l

ii黙撮購 iiiii戳考簾

：攀辮 ；ilミ1
…iii・難 都 i．瀦

纏 1ミii　 　 齲 iト
鼕繕 難 ii广’

1AP μ
　 　 　 撚轗「F

巴“
…纛靉i1飜 ．嫻 儺  

一
蕪 ＠瀬 口睡鹸 醸 鑞 ．i

韈 i鏃 韆
鯊 i勲鱒覊 i…・

萼
源管理状

・内 　二匸蔭沃瓢
懸 i鷹纓

．務慰務状
； 、、 ＿一．．．〆

収集計画 　　 情報要 求

　 　 　 分析 　　　 　　　 共有

5 ．ま とめ

　本研 究で は，危機 の 発生 に よ る被害を，社会現 象 と捉 え

る こ とに よ っ て，新 しい 現実を効果的 に 把 握 し，関係機関

の 間で 情報 を共 有 し，状 況認 識 の 統
一

を迅 速か っ 正 確 に行

うこ とに よ っ て，効果的 な危機対応 を可能 に す る ICS の 枠

組 み に 基 づ い た 情報 過 程 を 明 らか に した．

　今 回 の 検討の 結果，一元 的 な危機対応 を可 能 とす る ICS
の 枠組 み に よ る 情報 過 程 を，わ が 国 に お け る危機 対応 マ ニ

ュ ア ル と比較す る こ とに よ っ て，問題 点 や課 題 が 明 らか に

な っ た ．特 に，状 況 認識 の 統
一

（COP ） ・当面 の 危機 対 応

計画 （IAP） の 作成 ・
日誌 （Log） の 作成 とい っ た機能 を

実現 す る た め の 情報過 程 が 明確 で な く，情報 を扱 う様 式 な

どが 整 理 され た計画 とな っ て い な い こ とが わ か っ た．そ の

結果，危機対応を情報処 理 の側面か ら見 た場合，一元 的な

危機 に 対応で き る よ うな計画 に な っ て い な い ．ま た，危 機

対応 を問題 解決 ・対応 方 針 の 決定 と考 えた場 合，意思決 定

を 行 うた め の 情報 要求 が ま っ た く行 わ れ て い な い こ とが

明 らか とな っ た．今 後 は ，
こ の よ うな課 題 に つ い て どの よ

うに して 計画 に 反 映 し て い くの か 検討 を行 う必 要 が あ る．
今後 は，特 に，意思 決 定 を行 う上で 必要 とな る COP ，

　 IAP
の 具体 的 な内 容 の 検討 と，意思 決 定 を 支援す る シ ス テ ム の

開 発 を行 う．
収 集 処 理

図 3　 1CS に 基 づ く情報過 程 謝辞

（1 ）情報要求

　EOC で 行わ れ る，危機対応の た めの ，意思 決 定 に 必 要

な情 報 が，最終 的に収集 され る 必 要が あ る．そ の た め に，
情報 要 求 は，EOC で 作成 され る IAP に 基づ い て 行 う．

（2 ） 収 集計画

　情報要 求 と同 じく，必 要 と され る具体 的 な情報内容 にっ

い て ，EOC で 情報の 収 集計画 が 作成 さ れ 各部 局 へ 指示 さ

れ る．

　本 研 究 は，文 部科 学 省大都市 大震 災軽 減化特 別 プ ロ ジ ェ

ク ト皿
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の 枠組 み に も とつ く地 震 災害 対応 シ ミ ュ レ ーターに よ る

災害 対応 力 向上 」　 （研 究代 表者 ：林 春 男 京 都大学 防 災研

究所）お よ び 文 部科学省 科学技術振興 調整費 先導的研 究

等 の 推 進 「日本社 会 に適 した危機管理 シ ス テ ム 基礎構築」

（研究代表者 ： 林春男 京都大学防災研 究所 ）の
一

環 と し

て 行 っ た もの で あ る．こ こ に記 して 謝意 を表 す る．

（3 ）収 集

　担 当部局 で は ，EOC で 作成 され た ， 情 報の 収集 計画 に

従 っ て ，適 切な情 報源 か ら，適 時 な情報の 収集を行 う．

（4 ） 処理

　収 集 され た 情報は，各部局に よっ て，整 理 し情報 要求 に

対 して ，適切 で 適時な内容で あ るか ど うか 選 別 され る．そ

し て ．情報 の 信頼 性や 正 確性 に っ い て 評価を行い，情報の

集約 （編集） を 行 う．

（5 ） 分析

　処理 過程 を経て 作成 され た 内容 につ い て，EOC に対 し

て 報 告 を行 い 状況 認識 の 統
一

（COP ）を行 う．意 思 決 定者

は，それ らの 内容 を総合的に 検討 し最終的な意思決 定を行

う．決 定 され た 内容 は，対 応 方針 や 計画 と して ま とめ られ，
次 の 活 動 の ため の TAP が 作成 され る．

（6 ） 共 有

分析 過程 で 作成 され た COP と IAP を 関係部 局 ，
マ ス コ

ミな どに 共有 し，次 の 活 動 を行 う．
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