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　It　is　crucial 　to　accumulate 　experiences 血 emergency 　responses 　and 　sllare　with 　others 　to　p爬 pare　fbr　disasIers．　But

authorities 　in　charge 　of 　disaster　preparedness　have　yet　to　implement　effectua1 　disaster−preve11tion　systems ．　It　is　eften
because　many 　of 　them 　are　u皿trained 　local　of五cials　who 　are　reshu 佃 ed 　periOdically』 he　s血 dy　aims 　to　develop　a

圃 njng 　syst     der　which 　emergency   ag   ent 　p  o皿 el   a   u 吐e　skills　necess 町 in　a 伽 e　of （騒saster・It
alsD 　expleres 　ways 曲 w 　up 跏 e 伍 ci   t   geme 岬 e 曲 t　wi11 ◎o麟 reinforce 　and 　enhance 　lessons

obtained 丘om 　ac 加 al　experiences 　ofemergenc アresponses ．

勘 脚 rds ：　Train加9　System，　Cun伽 1um．　Program，　Sche‘IVIe，　Managemen ’恥 ‘ε碑

1 ．背景と目的等

（1） 背景

　危機対応 を適 切か つ 効果 的 に実 施 す るた め には，そ の

準備 と して 危機事 案発 生 時 に実 施 す べ き対 策活動 内容 や

資源 の 有効活 用 の 考 え方 を 予 め 計 画 化 し，普 段 か らそ の

内容 の 強化 ・充 実 を はか る必 要 が ある．ま た 同 時に，危

機対応 に従 事す る者 が 対 策活 動 の 内容 を 実施す るた め に

必要 な知 識や技 能 を習得す るた め の 教 育や学 習機 会 を予

め設 け，危機能力 の 高い 人 材 を育成 し，組 織 の 能 力向 上

や充実をは か る こ とが重要で ある ．

　準 備 面 の 現状 か ら眺 め る と，地 方公 共 団体や公 的団 体

等で は，法 に基 づ き計 画 の 整備 が進 め られ る と と もに訓

練が実施 され て い る ．また 公益 性 の 高 い 団 体 な どで も災

害対策計画 や危機管理 計画，BCP （Business　C・ntinuity

Plan） な どの 策 定 と ともに 各種 訓練 の 機 会 を持 つ な どが

多 く見 られ，危機対応 に 係 る計画整備や 人材育成の 必 要

性は，社会的に十分認 識されつ つ ある と言え る．
　 し か し，一

度危機 発 生 下 に 置 か れ る と 地方 公 共 団 体に

お い て も公益 的な 団 体 に おい て も，充 実 した計画 や危機

対 応能力の 十分な組織の もとで 効果的な 対策活動を 実施

出来て い る とは言い 難 い 現実が見受 け られ る．

　 こ うした現実 を生 じ させ る要 因 の
一

つ と し て は，危機

対 応 に あた る 組 織 が 有 す る 人 事や 任期な どの 特 性 が 関係

して お り，更に は そ の 特性 を踏ま えた 人材育成 の あ り方

が十分 とは 言 え ない こ とが あげられ る．消防 ・警察
・
自

衛 隊 な ど危機 へ の 対 応 を 専 門 とす る組 織 を除き，地 方公

共 団 体 や 企 業 等で 危機 対応 に従 事す る こ ととなる危機管

理 担当部門は ，任期付き で かつ 防災や 危機管理 に 関す る

専門家で は な い
一

般職員 に よ っ て 構 成 され て い る こ とが

少 な く ない ．こ の た め 人 事異 動 直後 に は 組織 の 危機管理

能 力 が 必 然 的 に 低 下 す る とい う現実 が あげ られ る．ま た
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任期が ある以 上，組織 として の 危機管理 能力を積み 上 げ

る形で 強化 ・充 実す る こ と も困難 で，危機管理 能力 が 十

分 な 組 織 で あ り続 け るこ とそ の もの が 難 しい とい う特性

を有 し て い る．こ れ らを勘 案 す る と人 事 や任 期 の 影 響 な

ど動か しがた い 現実 を踏ま えた 形で の 適 切な人材育成 の

考 え方 を確立 し，そ の 枠組み を定 め る こ と が必 要 と な る．
無論，防災担当職員 の 能力向上や人 材育成 に 関わ る研究

は 進 め られ つ つ あ り，実 践 的 な 訓練 手 法 の 開発 等 は よ く

知 られた とこ ろ とな っ て い る
1）2）3）．ま た，災害対応 を行

う人材 が身 につ け る べ き能力 を得 る た め の カ リキ ュ ラ ム

作成に 関す る研 究等も行 われ て き て い る
4）．しか しなが

ら，こ うした組 織 の 有 す る 特性 を踏 ま えっ っ 高 い 危 機 管

理 能力 を有す る 人材 を段 階的 に 育成 し，組 織 能力 全般 の

充実 ・強化 を 図 る た め の 人材 育成の 考え方 や こ れ を 踏 ま

えた学習課 程を研修 ・訓練体系 とし て 具体的に示 し て い

るもの はあ ま り見 られ な い の が現 状 で あ る．

　 また，別 の 要因 と して ，充実 し た 計画や マ ニ ュ ア ル 等

の 整備 の あ り方 や 現実的か つ 実践的な研修 ・訓練等 の 実

施 の あ り方 に関 す る課題 も挙げ られ る．言 うま で もな く

災害 対 策 の 実 行 計 画 や 実施 マ ニ ュ ア ル な どの 内容 は，実

際に生 じる危機 に 即 した現実 的 な 対策 活 動 の 内容 が記載

され て い る 必 要 が あ り，ま た 訓 練そ の もの も危機 対応 状

況 下 の 現実 を踏ま えて実施され る こ とが重要 で，可 能な

限 り，訓練 の 成果 が 計画 や マ ニ ュ ア ル の 充 実 ・改 善に 反

映す るな ど して ，継続的 に計 画 面 と人 材育成 面が 関連 づ

け られ な が ら充実 化が は か られ る こ とが望 まれ る．
　 し か し，実際，計画面や人 材育成 面 の 充実や強化の た

め に，災 害 を経 験 した 自治 体 や 団 体等 の 教訓や 知 見 を反

映 す るた めの 考 え方 を示 して い る も の は多 くは ない ．元

谷 他 （2008） 5）
は 実 災 害 対 応 の 教 訓 を活 用 す る た め の 対

応 記録 の 作成手 法 と災害 で 得た 教 訓を改 善方策 に反映す

る た め の 考 え方 を示 して い る が，計 画 面 や 人材 育成 面 の

充 実や強化 の た め の 具体的な仕組 み を示 すに は至 っ て い

ない ，ま して ．実災害対応等を通 じて 得られた知見や教

訓 を反 映 して 防 災 計 画 や マ ニ ュ ア ル な ど の 計 画 面 や 研

修 ・
訓練 な どの 人 材 育成 面 の 強化 ・充 実 化 を 図 りつ つ ，

適切な研修や 訓練 を実施 し，継続 的 に業 務改善を可能 と

す るマ ネジメ ン トの 考え方 は 確立 して い ない ，

（2）研 究目的

　本 研 究 で は ，危 機 対 応 従 事者 お よび そ の 組 織 が ，危 機

対 応業務を遂行す る 能力を適切 に 身 に つ け る た め の 研

修 ・訓練 シ ス テ ム の あ り方 を検討 し，そ の シ ス テ ム を構

成す る基 本要素 と効果的 な 訓練 体 系 の 設 定 に必 要 とな る

ポイ ン トを明 らか に する こ と を 目的 とし て い る．

　ま た 同時 に，実 災害 対 応 や 訓 練 を通 じて 得 られ た知 見

や教訓 を 防災計画や マ ニ ュア ル な どの 計 画 面 や 研 修 ・訓

練 な どの 人 材 育成 面 に 反 映 し，それ ぞれ の 改 善 を はか る

こ と を意図 した マ ネジ メ ン トシ ス テ ム の 考え方 の 提案 を

通 じて ，研 修 ・訓 練シ ス テ ム の 継続 的な充実 ・強化の 仕

組み を確立する こ とを 目指 して い る ．

（3）研 究方法

　本研 究は，筆者 らが 開発 にか か わっ た 「内閣府防災担

当 トレ ー
ニ ン グシ ス テ ム （以降，　 「トレ ー

ニ ン グ シ 3 テ

ム 」 とす る ） 」 を，危 機 対 応 従 事者 向 け研 修 ・訓 練 シ ス

テ ム の
一
例 と して 考察 の 対象 と し，検討を 実施 して い る．

　 研究 方 法の 概 要 は，次 の 通 りで あ る．
a）基本要件の 整理 に つ い て

　 トレ ーニ ン グ シ ス テ ム の 開発 に あ た り，現 状 の 研修 ・

訓 練の 取 り組み状況 や課題 等を整理 し，そ の課 題 等 を克

服 す る た めの 基本 的 な 考 え 方 を設 定 す る ．続い て トレ ー

ニ ン グ シ ス テ ム を構成す る基本 要 素を，研 修 ・訓練シ ス

テ ム に 係 る基本 要 素 とマ ネ ジ メ ン トに係 る基本 要 素 とに

区分 し，そ れ ぞれの 枠組み を明らか に する．
b） 研 修 ・訓練 シス テ厶 に 係 る基 本要 素 の 開発 に つ い て

　 研 修 ・
訓練 シ ス テ ム に 係 る 基 本要素 の 設 計 ・開発 に 向

け ， 内 閣 府 防災 担 当を 対象 とす る研 修 ・
訓練 シ ス テ ム の

あ り方 の 基本 検討 を行 う．検討を 通 じ て，内 閣府防災担

当職 員 に 求め られ る能力 を習 得 す る た め に必要 とな る研

修 や 訓練 を 明確 化 し，続い て ，必 要 とな る研 修 や 訓練 を，
研 修 ・訓 練シ ス テ ム 部分 の 基本 要素 に反 映す べ く，基本

要 素 の 開発 方 針 を整理 す る。最 終的 に は これ らの 検討 を

踏 ま えて 具体的な設 計 開発 を 行い ，基本 要 素 を構 築す る．
c）　 「訓練マ ネジ メン トシス テ 厶 ］ の 構築に つ いて

　 マ ネジ メ ン トの 仕組み の 構築に 向け．まず内閣府防災

担 当で 作成 され て い る計画
・

マ ニ ュ ア ル や 実施 され て い

る 研 修
・
訓練 に つ い て，継続 的に そ の 充実 ・強化 を は か

るた め の マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の あ り方 の 検討を行 う．
検討を通 じて ．マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム を構 成する 基 本的

な 要件 を整理 す る．続 い て，そ の 要件 を成立 させ る た め

に 必 要 な仕 組 み を検 討 し，そ の 仕組 み が成 立 す る た めの

流れ を検討す る，最終的 には，各種 の 仕組み を関連付 け

た一体 的 な仕組 み とし て の マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の モ デ

ル （案）を構築す る．同 時に ，継続的なマ ネジ メ ン トを

実施 する た めの 具体的 取 り組み とし て PDCA の 各 段 階で 実

施すべ き内容を検討す る．
d） 開発 ・構 築 を通 じて 明 らか に な っ た 事項 の 整 理 お よび

シ ス テ 厶 等 の 有効性 の 検討 に つ い て

　研修 ・訓 練シ ス テ ム に 係 る基本要素 の 開発を通 じて 明

らか となっ た 事項，お よ び マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム モ デ ル

の 構 築 を 通 じ て 明 らか に な っ た 事項 を整 理 ・取 り ま とめ

る．また，研修 ・訓練シ ス テ ム に係 る基本 要素，お よび

マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム モ デル の 有効性 につ い て ，具 体例

を用 い た検討を行 う．

（4）報告事項等

　本 論 文 で は，　 「トレ
ー

ニ ン グ シ ス テ ム 」 の 開発 経緯を

示 す と と も に ，開 発 過 程 で 検討 され た 事 項 ， お よ び研

修 ・訓練 シ ス テ ム に 係 る 基本 要 素 の 設 計 ・開発 プ ロ セ ス

を ま とめ る．続 い て，訓 練マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の 構 築

過 程 に お け る 検討事 項 の 概 要 を ま とめ る．さ らに ，開

発 ・構築を通 じ て 明らか に なっ た 事項 の 整理，お よび 研

修 ・訓練 シ ス テ ム に係 る基本 要 素 の 有 効 性 や マ ネ ジ メ ン

トシ ス テ ム の 有効性の 考察結果 を整理 す る．

　最 終 的 に は，研 究 の 成 果 と して ，研 修 ・訓練 シ ス テ ム

に 不可欠 な基本 要素 を示 す こ とが で き，か っ そ の 有 効性

が 考察 出来 た こ と，効 果 的 な 訓練体系 の 設 定の ポイ ン ト

を示 せ た こ と，防災計 画 や マ ニ ュ ア ル な どの 計 画面 の 改

善を 可 能 と し，か つ 研 修 ・訓 練 シ ス テ ム の 継続的な充

実 ・強化 の 仕 組 み を提 案 で き た こ と，シ ス テ ム の 導入 に

よ っ て 期待で きる 効果 を明 らか に で きた こ とを報告 す る．

2 ．防災担当 トレーニ ン グシス テ 厶 の 開発経緯お

よび作成上の 留意点等

（1） 開 発 に 至 っ た経緯

　内 閣府 （防災担 当）災害応 急 対策 担 当で は ，　 「防災 に

204

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

関す る人材の 育成 ・活用 に つ い て 」
6）
の 報告を踏ま え，

人材育成 の た め の様 々 な取 り組 み を 推進 し て きて い る．
現 状 は，災害対応 の 教 訓や ノ ウ ハ ウの 蓄積 手法，実 災 害

や 訓 練 の 検 証 手 法，防災 業 務 等 へ の 反 映 の あ り方 な どの

取 り組み の 更な る 充実が求 め られ て い る とこ ろで あ る．
　 こ う した 中で，今般 は内閣府防災担 当の 災害対 応能力

を計画 的に向上 させ るた め の 研 修 ・訓 練の 体系 を確 立 し，
研 修 や 訓練 を適 切 に 実 施 す る た め に 必 要 とな る 基 本 的 な

枠組 み を定 め る と と もに，一
っ
一

つ の 研修や 訓練を実施

し な が ら，そ の 内 容面 や 運 営 面 の 検証 と 改善を通 じ て そ

の 強化 ・充 実を継続 的に は か っ てい くた め の 仕組 み の 構

築 が企 図 され た．こ の 要 求 を具 体 化 す べ く，研修 や 訓練

の 年間ス ケ ジ ュ
ー

ル ，個々 の 研修や 訓練の プ ロ グ ラ ム ，
研修や 訓練 の 計画 ・実施 ・検証 ・改善活動 （PDCA） の あ

り方 を ま とめた もの として，『内閣府 防災 担当 トレ ーニ

ン グシ ス テ ム 』 の 開発 ・作 成 に至 っ た．

（2）検討会で の 助言等を踏ま えた 開発の 推進

　 ト レ ー
ニ ン グシ ス テ ム の 開発 は ，有識者か ら な る 「防

災担 当 トレ ー
ニ ン グシ ス テ ム 作 成の た めの 検討 会t で の

協議や 助言を得つ つ ，そ の 作成が 進 め られた．こ れ ま で2

回に わた る検討が実施 され て い る．

3 ．基本要件 の 整理

（1） トレーニ ン グシ ス テ 厶 開発 上 の 留意 事項

　 トレ ーニ ン グシ ス テ ム の 設 計 ・開発 は，以下 に示 す，
内閣府防災担当組織 が 持つ 特性，お よび ，同組織の 研

修 ・訓練の 取 り組 み状況 と課題 に 十分留意する こ とを前

提 と して，そ の 検討を進 めた．
a）内閣府防災担当組織が持 つ 特性の 整 理

　内閣 府 防 災担 当 の 組 織 は ，

一般 職 員 に よ っ て 構 成 され

て お り，そ の 任 期 は概ね 2 年 で あ る．ま た，危機管理 の

専 門部 門 へ の 所 属 が初 めて とな る職 員 が 大半 を 占め る．

従っ て，同 組 織 は 次 の よ うな特 性 を有 し て い る とい え る．
・防災 の 専門的な知 識や 技能を兼 ね備 えた 専門家 や実災

害対 応 経 験 が 豊 富 な 職 員 で 構 成 され て い るわ け で は な

い ．また，職 員個々 人 は 在 任期 間 中 に
一

定 規模 以 上 の

災 害対 応経験 をす る機会は 少 な い ，こ の た め 災害対応

は ，経験が 十分で な い 人材 ・組 織 で対 応 に あた らな け

れば な らない とい うこ と が常態 で あ る．
・
そ もそ も組織 の 災 害 対 応 能 力 は，人 事異 動後 に そ の 低

下が 顕著となる とい う特性を有 し て い る．
b） 研修 ・訓 練 の 取 り組み 状況 と課 題 の 整理

  研修
・
訓練の 取 り組み

　 こ れ ま で の 研 修 ・訓 練 へ の 取 り組 み と し て は，同 担 当

職員 向 け新 任者 教育 と同担 当組 織 向 けの 訓 練，お よび，
他省 庁 の 防災担 当者 等 の 参加 に よ る 研 修 ・訓練 とが あ る．

それ ぞ れ の 主 な 内容 は以 下 の とお りで あ る．
・同 担 当職 員向 け の 新 任 者 教 育は ，内閣 府 防災 担 当内で

作 成され て い る災害対 応に係 るマ ニ ュ ア ル を教材 と し

　た 内 閣府 防 災 担 当 の 役 割 の 説 明 と緊急 情 報連 絡 シ ス テ

　ム （携帯電話 ）の 操作訓 練に限 っ て 実施され て きた．
・
同担 当組織 向 け の 訓練 は，政府 調査 団 の 派遣 手続 き に

係る動作確認 訓 練の みが 実施 され て きて い る，
・
他省庁 の 防災 担 当者 等 も交 え た研 修 ・訓 練 とし て は，
概ね 5 月 中旬 の 「大規模水 害対処訓 練 （内閣官房 （安

危 ） 主催） 」 ，
9 月 初 旬 の 「 「防災 の 日」 政府総合防

災訓練」，io　n 下旬 の 「原 子 力総合 防災 訓 練」 ，12月

　下 旬の 「防災担当職員合同研 修」 ，1 月 下旬 の 「政 府

総 合 図 上訓 練 」 が 実 施 され て い る ，こ れ らは 年 間 を通

　じ て 実施す る総合訓 練 と して 位置付けられ て い る，

  研 修 ・
訓練へ の 取 り組み を踏まえ た課題

　 内閣府防災担 当の こ れ ま で の 研修 ・訓練 へ の 取 り組み

を踏ま えた 課題 と して は，次 の 事 項 が あげ られ る．
・
同担 当職員向け，あ る い は ，組織向け の研 修 ・訓 練メ

ニ ュ
ーが 十 分 で な く，実 施 を必 要 とす る研 修 や 訓練 が

定 ま っ て い な い ．ま た ，新 任者 向 け の 研 修 ・訓 練メ ニ

ュ
ー

も確立 して い ない ．
・そ もそ も，同担 当職 員 お よび 組織 を効果 的 に 段 階的 に

能力の 向上 をは か る た め の 考 え方や仕組み が な く，個

人 お よび組 織 の 災 害 対 応 能 力 を適 切 に か つ 継続 的 に 向

上 させ て い くた めの 取り組みが 十分で はない ．
・
現在，実施 して い る研 修 や 訓練につ い て，そ れ ぞれ の

相互 の 関連性 は十分考慮され て い ない ．ま た，年 間計
・画や 長期計 画上 で の 位置づ け を明確 に して い な い ．
・実施 し て い る訓 練に お い て は ，訓 練 目的や 内容 が 不 明

瞭で，訓練実施や検 証 ・評 価 の 手 法 が 確 立 され てい な

い こ と も少 な くな い ．
・研 修 ・訓練 を実施す る こ とに企画 ・運 営 に

一
か ら取 り

組 む こ とが多 く，多大 な 労力 を要 して い る ．
・実災害 へ の 対応状 況 や訓 練の 成果 ，これ らか ら得 られ

た ノ ウハ ウ を組 織 内 に 蓄積 し，体 制 や マ ニ ュ ア ル 等 に

反 映させ る とと もに ，訓練等 とマ ニ ュ ア ル を連動させ

て 改 善 して い く取 り組 み が 十 分 とは 言 い 難 く，成 果 を

反 映す る た めの 仕組 み や 取 り組 み方 法 が未確立 で あ る ．

（2）開発に あたっ て の 基本的な考え方の 整理

　留 意 事 項 で 示 した 組 織 の 特 性 を踏 ま え，現在 の 訓 練 へ

の 取 り組 み を踏 ま えた 課題 を克 服す べ く， トレ ーニ ン グ

シ ス テ ム 開発 に 向 けた 基本 的 な考 え方 を整 理 し た，
a ）組織の 特性に 対する基本的考え方
・危 機 管 理 専 門 の 部 門 へ の 所 属 が 初 め て とな る職 員 が 少

な くない こ とや任 期 が 2年 間で ある こ との 現 実を踏ま え，
配 属 され た 職員 が 限 られ た 期間 内で 基礎的な事項か ら

学 習 し，段 階 的 に 内 閣府 防 災 担 当 と し て 必 要 な 能 力 を

習 得 で き る仕 組 み を開発 す る．
・
人事 異動 後に組 織 の 災 害対 応 能力 の 低 下 が 顕 著 とな る

　こ とを踏ま え て ，そ の 低 下 す る期間 を最 小 限 に抑 え る

仕組み を開発 する．
b）取 り組み を踏ま え た課題に対する基本的考え方
・内 閣府 防 災 担 当職 員 に 求め られ る能 力 を習得 す るた め

　に 必 要 な研 修 や 訓練 を検討 し，同 担 当職 員 や 組 織 向 け，
新 任者 向 け の 研修 ・訓練 を設 定 す る，
・個人，組織が段 階的 か つ 継続的 に 災 害 対 応能 力 の 向 上

を は か る こ と を 可 能 と し た育成の 仕組 み を開発 す る．
・各 訓練相 互 の 関連性 お よび年 間計画 上 で の 位置 づ けを

整 理 す る と と もに 個 々 の 研 修 ・訓練 の 目的や 目標 を よ

　 り明確 にす る．
・研 修や 訓 練の 企 画 ・運 営が効率化出 来 る よ う工 夫する ，
・実災 害 へ の 対応 を通 じて得 られ た教訓 や訓練 の 成果 を

計画 や マ ニ ュ ア ル 等 に適 切 に反 映 す る仕 組 み を備 え つ

つ ，訓練 とマ ニ ュ ア ル の 強化
・
充実を は か り，継続的

　に 業務改善 を行 うこ とを可 能 と し た
一連 の 流 れ を持 つ

仕 組 み を開発 す る，

  　トレ
ー

ニ ン グシ ス テ 厶 の構 成要 素 の枠組 み の整 理

　 ト レ ー
ニ ン グ シ ス テ ム を構 成 す る枠組 み とし て 必 要 な

要素 を明 らか にす べ く，その 検討 を行 っ た．
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　当初は ， 研修 や 訓練 の 年 間ス ケ ジ ュ
ー

ル ， 個 々 の 研 修

や 訓 練の プ ロ グラム ，研 修や 訓 練の 計 画 ・実施 ・検 証 ・

改善活動の あ り方 を示 した もの が，基 本要素 とし て 考え

らて お り，こ れ をま とめ た もの を トレ ー
ニ ン グシ ス テ ム

として位置 付 け られ てい た．しか し検討結果 か ら，研 修

や訓 練を適切 に 実施す るた めに 必要 とな る基本 的な要 素

と して ， 組 織 の 現状 を踏ま えた効果 的 な 教育と学 習機 会

を計画化 した カ リ キ ュ ラ ム が 必 要 で あ り，こ れ に 基づ き

個々 の 研修 ・訓練をい つ 実施す るか を定め た ス ケ ジ ュ
ー

ル ，個 々 の 研修 ・訓 練の 目的や 目標，内容や必 要 な教材，
準備 事項 等 を示 した プ ロ グ ラム を，研 修 ・

訓練 シ ス テ ム

部分 に係 る基本要 素 と し て 定 め る こ と と し た．
　 また，適切なマ ネジ メ ン トシ ス テ ム とし て の 必 要 な要

素 と して，実災 害対 応を 通 じて 得 られ た知見 や教訓 を反

映 して 防災 計 画 や マ ニ ュ アル な どの 計 画面 や 研修 ・
訓練

な どの 人 材育成面 の 強 化
・
充実化 をは か りつ つ ，適 切 な

研 修や訓練 を実施 し継続的に業務改善を可 能とす る
一
連

の 流れ を持つ マ ネジ メ ン トの 仕組み を構築す るこ と，研

修 や 訓練 を継続的 に 強化
・充 実 して い くた めの 具 体 的 な

マ ネ ジ メ ン ト の 取 り 組 み と し て ，計 画 （Plan＞，実行

（DD），評価 （Check）．改善 （Act） の 各段階で の活動

内容を定め る こ ととし，こ れ をマ ネジ メ ン トに係 る基本

要 素 とす る こ と と した ．
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4 ．研修 ・訓練シ ス テ厶 に係る基本要素の 開発

（1） 基本要 索の 開 発 に 向けた主 な 検討

　 研修 や 訓練 を適 切 に 実 施す る た めの 基 本 要 素で あ るカ

リキ ュ ラム，ス ケ ジ ュ
ール ，プ U グ ラ ム は ， 必 要 な分析

や 具体化 に 向 け た検討
・
作業を 通 じて 開 発 した．基本 要

素開発 プ ロ セ ス の 概要 は 図 1 の とお りで あ る ．開発 の 全

段階で は，こ の 流れ に そ っ て ，次 の よ うな検討 を行 っ た．
a）分 析 段階 で の 主 な 検討

　内 閣府 防 災 担 当職 員 に求 め られ る能 力 を 習得 す るた め

の研 修 や 訓練 を 明 らか に す るた め の 検討 を行 っ た．

  求め られる能 力の 検討

　内閣府 防災 担当 と して 有す べ き能力 に は ，地位 や役 割

にか か わ らず防災担 当者 と し て 共通 す る もの と，役職や

役割 に 応 じ個 々 の 属性 に即 した 固有 の もの とが あげ られ

る た め，それ ぞれ に着 目し区分 しなが ら検討 を行 っ た。
　共 通 して 有 すべ き能 力 に っ い て は，内 閣府 防 災 担 当 と

い う組織 に 所属する
一

員 と し て 有すべ き共 通知識 やル
ー

ル ，防災 担 当者 と し て の 心 構 え や 考え方 な どが検討され

た．役 職別 に有す べ き能力 につ い て は，役職を規定 し て

い る 規則 等 を踏 ま え，役 職 別 に 責務や 権 限 の 範 囲 を考 慮

して 役職 に 即 し て とる べ き態 度や 姿勢 な どの 方 向 を検討

した （表 1 ）．ま た 役 割別 に 有すべ き事 項 に つ い て は ，
定 め られ て い る所 掌事務や災害対応 マ ニ ュ アル へ の記 載

事 項 を踏 ま えて ，役 割 別 に定 め られ て い る業務内 容 に 即

して 必 要 とな る知 識や ス キル を検討 した．
  必要 とされ る 研 修や 訓練 （案 ） の 検 討

　上 記の 検討を踏 ま え て，災害対応 に 必 要な知 識
・ス キ

ル ・態度 を教 育す る，あ るい は そ れ らを身に つ け る た め

の 学 習機 会 を与 え る ， とい う観 点か ら，ど うい う教育や

学 習で あれ ば成 り立 つ か．ど うい う研 修や訓練 を準備す
べ きか を考 え，内閣府防災担当個人や 組織を 育成す る た

め に必 要 とな る研修 や 訓練 （案） に つ い て 検討 した ．な

お，こ こで は現 状 実施 して い る訓 練等 を考慮 しつ つ ，新

た に設 定 が必 要 とな る研 修 や 訓練 を検 討 して い る．
b）設計

・
開発段階で の 主 な検討
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図 1　 基本要 素開発 の フ ロ ー

表 1　 階層 レベ ル 別 に求 め られ る能 力 （案 ）

階層 レベル 該 当する役職
求められる能力

〔素養・行動規範）

嶺覇 決篤
　レベル

統括官
審議官
参事官

企画官

O 戦略的 （大局的・長期的）思考が求められる。
O 中庸 （かたよることなく、常に変わらない こと。
過不足がなく調 和がとれていること）の姿勢が求

められる。

蟻碕 決定

　 レベ ’レ
参事官補佐

O 戦術的 〔具体 的・実際的）思考が求められる。
O 柔軟でかつ現実的な姿 勢が求められる。

匿舞躑 渋

　レベ’多
主査

研修員

O 問題解決思考が求め られる。
O 規程遵守の姿勢と行 動が求め られる。

　 必 要 とな る 研 修 や 訓 練 事 項 を．カ リキ ュ ラ ム ，ス ケジ

ュ
ー

ル ，プ ロ グ ラ ム に 反映 す るた め の 具 体 的 な設 計 を進

め る に あた り，　 「開発 に あ た っ て の 基 本 的 な 考 え方 」 を

踏 ま えっ っ ，それ ぞれ の 具体的な方針を検討 し た ．検討

結果 は以 下 の とお り整理 した ．

  カ リキ ュ ラ厶 の開 発 に係 る方針

　国の 防 災 中枢 組 織 の 要 員 と して の 責 務 を踏ま え，与 え

られ た 役割を 遂行 す るた め の 能 力 を迅 速 か つ 適 切 に身 に

つ け る た め の 学習課 程 と する こ とを前 提 と し，個人 の 立

場や組 織の 役 割な どを考慮 しつ つ ，継続 的な研 修や訓 練

の 体験 を通 じ て 段階的に 専門的な能力 の 取 得を可能 とす

る カ リキ ュ ラム を設 定 す るこ と を基本 とす る．ま た ，特

に着任 直 後 の 組 織 とし て 能力 の 低下 が 顕著 に なる時期 に

十分配慮 した カ リキ ュ ラム の 確 保 を行 うもの とす る．

  ス ケ ジ ュ
ー

ル の 開発 に係 る方針

　 カ リ キ ュ ラ ム との 整 合 を十分 は か る こ と とし，既設 訓

練 との 関連性を踏 ま えっ っ 具体的な実施 時 期を設定す る

こ とを基本 とす る．防 災 担 当要員 と し て の 任 期 が 2年程 度

で ，毎年組織内 の 要員が 大幅 に入 れ替 わ る現状を踏ま え，
1年 間 1 サ イ ク ル の 中で ，内 閣府 防災 担 当 とし て 必 要 な

能 力 を段 階的に習得す るた め に 必 要 な研修や訓 練の 具体

的 な実 施 時 期 を 定め る と と もに，人 事異 動 期 直後 の 短期

間 で ，組 織 の 能力 を
一

定 程度 向上 させ るた めの 具体 的 な

研 修 や 訓練 を計 画化す る もの とす る。
  プ ロ グラム の 開発に 係る方針

　個人 や 組織 を 育成 す る た め に 必 要 とな る個 々 の 研 修 や

訓 練に 関 して ，そ の 概要や達成 目標，実施形式，具体的

な 実施 内容 等，実施 す るた め の 構成 要 素 を整 理 し，それ

ぞ れ の 内容 を明確 化す る こ と基本 とす る，実 施 に よ り参

加 者 の 身 に つ け る べ き能力 が 明 らか に な る よ う達成 目標

を 明確 化 す る と とも に，具 体的な実施内容が 適切 なも の

とな る よ う留 意 す る もの とす る．また，研 修 や 訓練 の 企
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表 2　 難 易度 と 目標 の 考 え方

難易度の

者え方

’厂丶　　　　　　　　、
　　各称
　  　尸丶　r　　　　　 

　　　　　　尸
主眼眉 標

初級
スタートダッシュ

　プログラ厶

O 最低限 基礎を養うことを基本

O 業務 内容と手順 の理解、関係機関との 調整

能力の体得

中級
ステツプアツプ

プログラム

Q 一定の 専門的 な知職や技能を養うこ とを基本
O 敵府として防災組織体制 の機能確認 や実効

性の 検証

上級
マスター
プログラム

0 高 度な応 用知 臓や技能を高めることを基本
O 政府の 災害応急対策及び関係機関 との連絡

調整の あり方を体得

習熟 （2年 目）
O各種の 研修

・
訓練の企 画

・
運営を通じて担当

としての 能力を磨き、習熟度の向上をはかる

画 ・運 営 が効率的 に実 施 され る よ う，訓練 を実施 する 際

の 準備事項 を 定め る な ど 工 夫す る も の と す る．

  カ リキ ュ ラム の 設 計 と開 発

　カ リキ ュ ラム の 具体化 に は，人事 異動後の 短期間で 能

力 の 向 上 を は か る た め の 仕組 み や 必 要 な能 力 を段 階的 に

身 につ け るた めの 仕組み，個人 とあわせ て 組織 と して の

能 力 を充実 させ るた め の 工 夫 な どが反 映 され る必 要 が あ

る．こ こ で は そ の 具 体 的 な仕組 み を検討 した．
a）短 期間で 能力 向 上 をは か るた めの 仕組み 「ス ター

トダ

ッ シュ プ ロ グラ厶 1 の 導入検討

　災 害 が 発 生 した 場合 は，例 え そ れ が 人 事異 動直 後 で あ

っ て も ， 内 閣 府 防 災 担 当組 織 と して ， 最 低 限 の 役 割 を果

たす こ とが で き，か つ 組 織 と して 機能す る こ とが 求め ら

る，こ の た め，人事異動直後か らの 短 期間で 組織 の 能 力

向上 を は か る こ と を 特に 重 視 し，これ を可 能 と し た 研修

や訓練 を準備する こ とが必 要 で ある との 認 識か ら，着任

当 日 を起点 とした 短期 間の 中で ，防災担 当 と して 最低 限

必 要 とな る 基礎的な 知識や 技能，基本的 な 態度 を習得す

る た め に 必 要な研 修 や 訓練 の 内容 を検討 し た．こ の 結 果，
複数 の 研修や訓練 が該当し た た め ，こ れ らを組み合 わせ ，
「ス タ

ー
トダ ッ シ ュ プ ロ グ ラ ム 」 と名付け た研修 と訓練

の ま とま りを ，そ の 仕組 み と して 設定 し た．
b）段 階的に個人 および組織の 能力向上 をはか るため の 仕

組み 「難 易度 亅　「対 象別訓練 レベ ル」 概念の 導入 検討

　防災 担 当 に 必要 な 知識 や 技 能，基本 的 な 態度 を段 階的

に 教育す る た め に は ，　 「初級 ・中級 ・上 級 」 とい っ た段

階別 の 難易度の 考え 方を導入 す る と ともに ，こ の 難易度

に応 じた 目標を設 定す る必 要 が あ る と の 認 識 か ら，各段

階 に設定 され るべ き研 修 や 訓練 の ま とま りの 考 え方 （表

2） が 設定 され た．
　ま た，　 「初級 ・中級 ・上 級」 の 各段 階 に お い て ，個人

と組 織 の 両 面 の 能 力 を段 階的 に 充 実 させ る た め の 「個

人 ・最 小単位組 織 ・総合組織」 とい っ た 対象 レベ ル を考

慮 した研 修 や 訓 練 を設 定 す る必 要 が 検 討 され た ．対象別

訓練 レ ベ ル の 考 え方 は表 3 の 通 りで あ る．
　以 上 の 検討結果 を 踏ま え，難 易 度別 の 各 段 階 に 必 要 な

研修や訓 練を具体的 に抽出 ・整理 し た．
c） カ リキ ュ ラム の 開発

　最 終 的 に は，検討結果 と して 出 され た 「ス タートダ ッ

シ ュ プ ロ グ ラ ム 」 ，段 階的 に 能 力 の 向上 をは か る た めの

仕組み と して の 「難易度」 や 「対象別 訓練 レ ベ ル 」 の 概

念 を導 入 し．カ リキ ュ ラ ム を設 定 し た ．カ リキ ュ ラ ム に

定 め られ た各 訓練 の 単 元数 は表 4 の とお りであ る
ω ．

　 な お，カ リキ ュ ラ ム を構 成 す る具 体 的 な記 述 内容 は，
訓練 レ ベ ル ，訓練の 目的／習得す べ き能 力，タイ トル ，

表 3 　 対 象 別訓 練 レベ ルの 考 え方

討 象
レ ベル

訓 練
レペ ル

基本 的

考え方

　　　　　　　　　　　　厂
冒的／翠得すべ き龍カ

ド
 

学習

災 害対応 に必 要 となる 基本 的 な知

臓を習得する

個 人
基礎訓

　練

個 人の知臓 ・
技能 の向上

実際 の災謇対 店のイメージを習得

する

技能
災害対応に必要となる基本的な技

能を習碍 する

最 少単

位組 織

機能別

訓 練

菜 務ラ インの

技能 向上

基礎 訓練 の効果を基 にして 、災害発生時 の

棄務 ラインを対象に、グループとしての対 応

能 力 向上 を図る

基礎 訓練及び機 能別訓練の 訓練効果を基
総含組 織

全体訓

　練

　組織聞 の

調整能 力向上
にして 、実際の 災 齊に 近い 状態で各 組織 ・
叢務 ライン聞 の 調整能 力 の 向上 を図る

表 4　カ リキ ュ ラム に 定 め られ た各 訓練等の 単元数 ω

、≒　 
猷 、 翻 畷 ご　 　 　 　 　   　　　　　　＼、

単遡 靴 覊傘鋼 驤　　　　　 
基覊講緑 評 ∵ 　機

…帆

’
”．学蟹
’
  憾 　 ミ1 撥 ，1……麺靆 ii’

　 　 初級

｛ス幽 ＋ダツシ⇒
4 2 4 1

中級
A3 1 6 1

｛ス予 ッブアップ｝

　　　
’ ’

臼 3 1 4 1

講級
’
、

（マ スタ・→ 、
3 1 2 1

訓練 の 概要 （達成す べ き 目標 ），訓練対 象，訓練資機材 ，
実施時期，実施場 所．企 画 ・運 営主担 当者 を主 な項 目 と

して い る．全 体 の カ リキ ュ ラ ム の うち 「ス タートダ ッ シ

ュ プ ロ グ ラ ム 」 部分の
一

部抜粋 を，表 5 に 示 す．

  ス ケ ジ ュ
ー

ル の 具 体化 段 階の 検討 と作成

　 ス ケジ ュ
ー一

ル の 具体化に 向けて は，カ リキ ュ ラ ム を1年

間 1サイ クル で 実施 す る こ とを可 能 とし た 時期 の 設 定お よ

び 既 設 訓 練の 実施時期を踏ま えた ス ケ ジ ュ
ー

ル 化 を重視

す る こ とと し た ．ま た ，個 々 の 研修 や 訓練 の 概 ね の 時 期

と難 易 度 と して の 「ス タートダ ッ シ ュ プ ロ グ ラ ム 」 や

「ス テ ッ プ ア ッ プ プ ロ グ ラ ム 」 ，　 「マ ス タープ ロ グ ラ

ム 」 が一
見で き る よ うに 表記す る こ と と して い る ，こ の

他 ，後 述す るPDCA 活 動 を実施す るス ケ ジ ュ
ール を，そ れ

ぞれ の 訓練実施時期 を考慮 しなが ら定め るこ ととし た。
　 ス ケ ジ ュ

ー
ル は年 間 ス ケ ジ ュ

ール と個 々 の 難 易 度 の 各

段 階ご との 詳 細 ス ケ ジ ュ
ー

ル を作成 して い る．作成 した

年 間 ス ケ ジ ュ
ー

ル （案 ） は，図 2 の とお りで ある．
　なお，内閣府防災担当への 着任は ，そ の 時期 が 4 月 と

7 月 の ケ
ー

ス が あ る た め そ れ ぞ れ の 時期 を 起 点 に 「ス タ

ートダ ッ シ ュ プ ロ グラム 1 の 実施時期 を位置 づ け，こ れ

に 伴い ，中級段 階 の 研 修 や訓 練も 2度設 けて い る．

（4） プ ロ グラム の 具体化 段階の 検討 と開発

　個 々 の 研 修 や 訓練 に関 して，まず，そ の 概要 や達成 目

標，実施 形 式，具体 的な 実施内容 等，研 修や 訓 練を実施

する た め に 必 要 となる情報を整理 す る た めの 共 通の 枠組

み や作業様式 の 必 要が 検討 され た，ま た ，受講生 が 得 る

べ き 知識 ・ス キル ・態度な どを考えつ っ ，個々 の 研 修や

訓 練 の 内容 が 検討 され た．な お，作 業様 式内で は，訓 練

の 概 要 ， 達 成 目標 ， 対 象 者 ， 企画 担 当者 ， 実 施 内容，実

施 形 式 とそ の 流れ が わか る よ うに す る と ともに ，訓練 を

実 施 す る た め に必 要 となる環 境や 入 的 ・物 的資源など を
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表 5 　 「ス タートダッ シ ュ プ ロ グラム 亅 の カ リキ ュ ラム （一部抜粋）
躍繍 レベ ル 働慧 の 且 鱗 尠 油 卑卿諏 タイゆ 劉II蝋 の 樋攣 〔漣湖庁 減 曲 楳） 脚韓対鎮

鍛 晋 応急 対箪 田 当台岡 慚 倉

　内閣府防鐙組当の 殴臥 災薔対応 の 読れ及 び鍛盲弗生瞬の 塵霧内唇等
1： 関 す も 矯 騒を 副 ：付 け ■

　韓に 蹤書応急対蛾坦当05 冨 憲 臓 幽に は、里直鰤：騨 る

　 　 　 　 　 　 　 全 員

贓 担 当 顧
員弊

常 β 集 顧 〔AB 更

　　　　　　　　 は 1 日に 婁施

学 ■

　寅 雷 対 防に必 璽と な 石 基 本 的 な 知 臓 砦1 得

す 壱 防 簗 困 当 鯛 脱 明 會
　 非 常 災 晋 蚶 蹴 要 員 盈 び 盾 口 置 畢 員 の 編 題 内 畧 に 関 ア も 矧 瞋 を 勇仁 つけ

る
内閣琳 府顧

i
黐鵲諜撃

　 　 酪 騰 回II驟

口 人 の知 攤 　 枝 觝の
　 　 　 同 上

関儼 省 庁 防斑担齒融員
倉 同説明倉 豪巽僊と倉問  鶏

歐 府 の 皿 晋 対 応の 琉 れ、ス 貌 蟹 猟 署 患 生 時 の 票 躅 内 唇 箪 に 関 す る 矩 諏

を 身 につけ る 衂 の 見瓦 る 麗 仭 こなる
　 　 　 　 　 　 　 防 斑 担 幽 冦 隣● 員
閏儀省 7「職員
　　　　　　　 【初任 瞋 鰤 ⊃

艮 陬 の 寅 署 封 露 の イ メ
ー

ジ を習 得 す る イ メ
ー

ジ トレ
ー三ン グ帥賑 漁 害 対 応 の 詮 繰 を 饒 謄 こ と で，蹴 皿 甜 舫 イ メージ を つか む 防 鍛 槻 当 職 員 　 　 含 員

鍛薔対確に6 璽 となる基本的な謹能を冒得

緊 急 帽 鍛 遮 纏 シ ス 甼 厶 幅帯電

靨｝の 環欄 ”轍
竪 題 欄 匹 絡 システム 【規 帯 ■ 靨 ）の襟 怖 方 塘 壱確 認 す る

防 箕 蟹 痛 暾 員
　　　　　　　　全 員
【圏 傷 省庁 職 即

銃 韜
す る

富 躑 瓱 槿 眥 理 セ ン タ
ーにお 1ナる機

罵 取 搬 訓 毓
富 邸 亀 靂 鷹 理 セ ン ターで 聖 銀 う 蟹 樋 材 鰯 の 簿 伶 方 娩 等 を 確 認 す る

防 鱗 組 当 曦 ■　 　 駈 任 嗷 員 等（凶瓠省庁 贈 員 ）　 〔防 鍛 阻当腰 ロ靭 抂 暾 員 箪⊃

昏粟勝ラインに関する脱 盒
蔵 静 国 牽 風 の 識 遥や 戳 府 硯 地 娼 絡 封 簾 靈 の 躍 讐 鄲、各 匙 誘 ラ イ ン ご と に

甼鱗 9や劉摩臨に つ い て 確認すろ 欝 蠶攜 叢・ ＿

伽 輙 知 瑤  
内閣府駒皿田嵳が行う請鰍収 鍮

・
喪周
・
とり審 とめ など  瑠 の

一
遷

の 舳作 を 確 認 す 石

罪 常 9 集 要 員 　
層

‘A 邑異 員 ｝　 新 佳 贈 員 娜

諾 葱 田 纈 融 員

樋 龍 別 ■欟

臨 構 ラ イ ン の

　 技 熊 向 上

薔繊四線効累癌』に し て，皿書晃生瞬の 腐務ライン壷対
諏 に 、グ ル ープ と し て の 対 応 翩 力 向 上 を 図 惹

政 府 調 登 跏 逡 事 曜 き ”櫞 醸 府 調 童 団 派 遣 の 手 娩 虐 に つ い て の「邑 の 酬   盛 確 認 す 愚

　 　 　 　 　 　 　 覗 塘 圜 保 霄

　　　　　　　　
・
現熄派置者

彫 急 電 当 ■ 員 　 　 　 バ ック 囗 ジ 組 当 者

　　　　　　　　　中央で の 逗 篝 対 象 署

　　　　　　 ：豪重 1；胡田畩員等壷対練

欠 規 鵬 木 霤 対 皿 錚鰉 1零 四 ■哮線 】
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整理 し てお くた め の 項 目も設 定 して い る．プ ロ グ ラ ム の

一
例 は図 3 の とお りで あ る．

5 ， 「訓練 マ ネジ メ ン トシス テ ム 」 の 構築

　実災害対応 等を通 じて 得 られ た 知 見や 教 訓を 反映 して

防災計 画や マ ニ ュ ア ル な ど の 計 画 面 や研 修 ・訓 練 な どの

人 枋 育成 面の 強化 ・充 実化 を はか りつ つ ，適切 な研修や

訓練 を実 施 し，継 続 的 に 業務 改善 を可 能 とす る
一

連 の 流

れ を持つ マ ネジ メ ン トの 仕組 み （以降，　 「訓練マ ネジ メ

ン トシ ス テ ム 」 とする ） の 構築 に お い て は，ま ずマ ネ ジ

メ ン トシ ス テ ム の 基本 的な構 成要 件，お よび，要件 を成

立 す る た めの 仕組 み の 検 討 を行 っ た．続 い て ，各種 の 仕

組 み を 関連 付 けた
一

体 的 な仕 組 み として の モ デル （案）

を構 築 し た．ま た そ の 一方 で ，継続 的 な マ ネ ジ メ ン トを

実施するた めの 具体的取 り組み と して PDCAの 各段階で 実

施 すべ き内容 を定め るべ く必 要 な検討 を実施 した ．

（1） 訓練マ ネジ メ ン トシス テ ム 開発 に 向 けた基 本 検討

a）訓 練マ ネ ジメ ン トシ ス テ ム の構成要 件に関する検討

　 訓練 マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の 構 成 要 件 の 検 討 で は，ま

図3　 プ ロ グ ラ ム の
一例 （一部 抜粋 ）
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ず，どの よ うな訓練マ ネジ メン トシ ス テ ム を開 発 す べ き

か に つ い て の 検討 か ら始 め られ ，実 災 害対 応 等 を 通 じ て

得 られ た知 見や 教 訓 を反 映 して 防災 計 画や マ ニ ュ アル な

どの 計 画 面 の 充 実 化 を図 る こ とを可 能 と し．ま た，適 切

な研修や 訓練 を継続的に 実施 す る こ とを 可能 とする シ ス

テ ム を開 発す る こ とが ，基本 要件 と して 整理 され た．
　 続 い て，構 成要 件 の 検討 を行 い ，災害対応で得 られ た

教訓等 が計 画 や マ ニ ュ ア ル に 反映 され る まで の 流 れ や 災

害対応 で得 られ た 教訓 等が適切 に訓練 に反 映され る まで

の 流れ，継 続 的に 業務改善 を行 う流れ や 人 材 育成 を行 う

流 れ をそれ ぞ れ の 仕 組 み と して 確 立す る こ と，そ れ ぞれ

の 仕組 み を関 連 付 け て モ デ ル と し て 確 立す る こ と，同 時

に継続 的 なマ ネジ メ ン トを実施 す る た めの 具体的 取 り組

み 内容を定め る こ と を 構成 要件 と し て 整理 し た ，
b）シ ステ厶 を構成す る基本的な仕 組 みの 検討

　 次 に，上 記 で 示 した様 々 な 流 れ を それ ぞ れ の 仕 組 み と

して 確立 すべ く，仕組み と し て 成 立 させ るた めの 流れや

関連づ け を検討 し，整理 し た．

  教 訓 等 を計 画 やマ ニ ュ アル に反 映す るま での仕 組み

　知 見 や 教 訓の 計 画 面 へ の 反映 は ，予 め定 め た 計 画や マ

ニ ュ ア ル の 不備 を追 加 し た り，誤 りを改め る こ とに よ り

計画 面 の 強化 ・充 実 を は か る こ と に 主 た る 目的が あ る．
従 っ て こ れ を基本とし，具体的な流れ を検討 した ．
　 こ の 具体 的 な取 り組 み の 流れ は，　 「災 害対応 記 録 」 や

「災害対応 者 の 発言記 録」 な どか ら，実災害対応 を通 じ

て 明 らか とな っ た 計 画 面 の 不 備 や 対 応 を通 じて 導 き出 さ

れ た 改善すべ き事項を 「教訓や課 題」 とし て抽出す る こ

とに始 ま る．さ ら に，こ れ らを踏 まえ て 最 良 と思 われ る

「改 善 策 」 を整 理 し，そ の 改 善策 の 「実行 性 や実 効 性 の

検証 」 を通 じて ，　 「計 画 や マ ニ ュ ア ル 」 な どに 反 映 す る

とい う
一

連の 流れ で そ の 方向性を整理 した．
  教訓等を訓練等に 反映するま で の 仕組み

　災害の 発 生 や災害対応 を 通 じて 得 られ た知見等 の 反 映

に よ る訓練 の 実施は，極め て 現 実的な危機的状況 下で の

疑似的 な対応 を通 じて ，参 加 者 の 対応 能力 の 醸 成 がは か

られ る こ とや，極 め て 現実 的 な状況 の も とで ，災 害 対 応

の 実行性が検証 され る こ とが 重要 とな る，
　実災害の 状況 や教訓等 の 具体的な 反映 の 流れ と して は．
災 害 時の 現 実的な社会状況 を あ ら わ し て い る 「マ ス コ ミ

報 道」 や危機対 応 を実施 し た 団体な どの 実際の 「災害対

応 記 録 」 な どの 現実 の 状況 を，　 「状 況付 与 」 内容 と して

作成 し，現実的 状況 下 に お け る 「訓練 」 の 実施 とい う
一

連 の 流れ で そ の 方 向 を整 理 した．
  適切な人材育成実施の ための 仕組み

　適切 な人材育成 の 実施 の 流れ は，大き く2つ あ る．

　
一

つ は，災害対 応 に必 要 な基 礎 的 な 知識 や 技能 を得 る

た め の 「研修 」 で あ る．教 訓等 を十 分 に 反 映 し，かつ 洗

練され た 「計画や マ ニ ュ ア ル 」 な ど を教材 と して 「研

修 」 が 実施され る こ とが 望 ま れ る ．
　 も う

一
方 は，実態 に即 し た危機状況 下 で の 疑似体験を

通 じて ，対応 へ の 慣 れ や 現 実に 即 した 対応能力 を醸成す

る た めの 「訓練 」 で あ る．実災 害 時 の 状 況 を活 用 して 極

め て 現 実的な 「状況 付与 」 に 基づ き 「訓練 」 を実 施 し，
訓練参加者 は 「計画やマ ニ ュ ア ル 」 をもとに し た各種の

具体 的 な 対応 行 動 を確 認 す る，必 要 に応 じ て 計画 面 の 改

善方 向を明 らか にす る とい う流 れ で そ の 方 向を整 理 した．
  継続的 な業務改善を行 う仕組 み

　業務改善の 流れ は，計画
・

マ ニ ュ ア ル の 実行性 や実効

性 を検 証 し 改 善す る と い う流れ か らな る．実行性 の 検証

は，予 め定 め られ てい る事項 に対 して，実態 に即 した 危

機 状 況 下 で の 訓練 上 で の 行 動 の 確 認 を主 眼 と して お り，

図 4　訓練マ ネ ジメ ン トシ ス テ 厶 モ デ ル （案）

実 効 性 の 検 証 は，実 施 す る事 項 の 善 し悪 しや効 果 の 検 証

を 主眼 と して い る ．い ずれ も．最 終 的 に は 改善の 方 向が

明 らか とな り，計 画 に 反 映 され る とい う関連 付 け とな る ．

（2） 訓練 マ ネ ジ メ ン トシ ス テム モ デル （案 ） の 構 築

　上 記 で示 した各種 仕組 み の 流れ を関 連 付 け，一
体 的 な

仕 組 み と し て の 「訓 練 マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム モ デル

（案）」　（図 4 ） を構築 した．なお，モ デル （案）内 で

示 し て い る 訓練類は ，教育を主体 と した 「研 修」 と，現

実的な状 況 下 での 実践的な学習機会で あ り，実行性 の 確

認 を主体とす る 「機能訓練」 ，計画 面 の 実効性を検証す

るた め の 「机 上 訓練 」 の 3つ を位置 付 け た，

（3） 具体 的 なPDCA取組 内容 の 検 討

　研修や 訓練 に つ い て 継続的 に 強化
・
充実を図 る た め の

取 り組 み を定 め る に あ た り，そ の 共 通 的な考 え 方 と し て

は，一
連の 流れ を持っ た 改善プ ロ セ ス を有するPDCAサイ

ク ル の 考 え 方 を採 用 し，計 画，実 行，評価 ，改 善 の 各段

階 で の 活 動 内容 を定 め る こ とを前提 と して検 討 した．
a）管理 （マ ネ ジメ ン ト）すべ き対象の 検討およ び列 挙

　 具 体 的 な取 り組 み を 定 め る に あた り，まず そ の 対象 を

明確化す べ く検討 を行 っ た．
　実施する研修や訓練に つ い て ，そ の 適 正化や 強化

・
充

実をは か っ て い くた め に は，年間を通 じて 実施される研

修 ・
訓練の 計画 を 対象 と して 検証 ・改 善を はか るも の と ，

個 々 の 研修 や 訓練 を 対象 とし て 検 証 ・改 善 をは か る もの

とが そ の 基本 と し て あ げられ る．また ，実災害 へ の 対応

を通 じて 得 られ た 教訓や ノ ウハ ウを反映 す るた めの 仕組

み の 充 実の 必 要 か ら，実災害で の 対 応 を 対象 と し て 検証

す る こ と も望 まれ る．従 っ て 改善プ ロ セ ス を有す るマ ネ

ジ メ ン トシ ス テ ム を 導入 して 管理 す べ き対象 と し て は，
「研 修 ・

訓練 の 計 画 全 般 」 ，　 「個 々 の 研 修 や 訓練 」 ，
「実災害の 対応」 の そ れ ぞ れ とする こ と と した．

b）各対象に対するマ ネジメ ン トの 方向の検討

　続い て ，研修
・
訓練 の 計画 全般，個々 の 研 修 や 訓練，

実災害の 対応 の そ れぞれ の PDCAの 各段 階で の 活動の 考え

方 を 定め る こ と と した ．
　 「研 修 ・訓練 の 計画 全般」 の PDCA 活 動 は，年 間 目標 に

基 づ き設 定 され た 研 修 や 訓練 の 計画 全 般 に 対 して ，そ の

実 施 を通 じて 計 画 の 適 性 や 体 系 面 の 課題 の 有 無 を検 証 し，
得 られ た 結果 を踏 ま え て 次年 度 の 研 修 ・訓 練計 画 や 体 系
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表 6　 PDCA段 階の 具体 的 な取 り組 み

Pl●轟
O 達成 目標の設定

O 年間計固の 確立

o 訓練等体系懿備

O各種 計画の作成

O訓練 の企 團及び実施
の準備

O 体制及 び計 圃・マ ニ ュ ア

ル の整備

00O 訓鰊の 実旛 O 訓練 の 実施 O 災害対応

Ch■o監

O 振り返り
・検証

⇒年度末に検証会を実

施し．成 果や課 題等に

つ いて 認識の 統
一

を図

るとともに．改善の方向
及び方策を取りまとめる

0 振り返り
・検証

⇒訓練ごとに評価 票な

どを基に検証す る

⇒ 検証会を実施し、成
果 ・課題等 につ いて認臓
の続一を図るとともに．
改善方策を取 りまとめる

o 搬り返り
・検証

笥担 当者か ら課 題と改懇

案をとりまとめる

O 検証会を実施 L 成果
や課題等に つ い て認識 の

統一を図るとともに、改善

の 方向及び方策を取りま

とめる

轟ct

o 改善渣動

⇒ 改善事項 を次年度 の

訓練計画に反映する

o 改善活動

⇒ 改善事項を計 画・マ
ニ ュ アル 等に反映

o 改善活動

⇒ 改善事項を計 画・マ ニ ュ

アル等に 反 映
⇒ 記録集（AAR ）の 作成

⇒ 災害体験聞き取 り記録

（エ ス ノグラフィ
ー）の作成

に反映 す る とい う流れ を検討 した．

　 「個々 の 研修や 訓練」 の PDCA活動は ，そ れ ぞれ 目的，
目標 に即 して企画 ・計画 ・準備 した 研 修や 訓練に対 し，
そ の 実施を 通 じて，個々 の 研修や訓 練 ご とに評価票 を も

とに して 検証す る，検証会を通 じて 課題改善方策 を検討

す る な どの 検証 方法 を検討 し た ．最終的に は 改善の 方向

も，計画 ・マ ニ ュ ア ル 等 へ の 反 映す る とい う流れ で そ の

方向を位置付 けて い る．

　 「実 災害への 対 応 」 の PDCA 活 動 につ い て は ， 実 災 害 へ

の 対 応 の 実施 を通 じて ，対応 を実 施 した担 当者 が課 題 と

改善案をと り ま と め る，検証会 を通 じて 課題改善方 策を

検討す る な どの 検証方 法を検討 した．最 終的 に は対 応 記

録 （AAR） を作成す る，災害体験聞 き取 り記 録 （エ ス ノ グ

ラ フ ィ
ー） の 作 成 す る と とも に，具 体的な改 善の 方向 と

して ，改善案 を計 画 ・
マ ニ ュ ア ル 等 へ の 反映 す る ， とい

う流れ で 方 向が位置付 けて い る．
　上 記 の 各対 象に 対 す る PDCA活 動 の 考 え方 を踏 ま えて ，
それぞれ の 具体的な活動内 容を整 理 した （表 6）．
c ）運 用体制 と検証 ・改善活動 の 実施時期 に 関す る検討

　PDCAに示 した 具 体的な活 動を実施する 主た る担当者を

定 め る べ く運 用 体 制 を検討 す る と と もに，検 証 ・改 善 の

それぞれ の 活動に 関す る具体的 な実施 時 期を検討 した．
　 「研修 ・訓 練の 計画 全 般 」 の PDCA活 動 は，幹部 職 員お

よび 着任 2年 目の 研 修や訓 練企画 者を担当 とし，年度来

の 2〜3月 に年 間 の 訓 練 計 画 と年 間 を通 じ て実施 し た 研 修

や 訓練 の 検 証 を実 施 し，翌年 度か らの 取 り組 み に 間 に合

うよ う，年 度 末 ま で に 改 善活 動 を行 うこ と と して 定 め た．
「個 々 の 研修や 訓練」 は ， 着任 2 年 目の 職 員 が，自 らの

役 割 に 関連 の 深 い 研修 や 訓 練 に つ い て ，そ の 企 画 ・運

営 ・検 証 を 担当 し，そ れ ぞ れ個 々 の 研修や 訓練を実施 し

た 当 日か ら数 日以 内 に検 証 ・改 善 を行 うよ うに定 め て い

る．なお 「実災害への 対応 」 に つ い て は，対応 を実 施 し

た 全 て の 担当者 が 検証 し，改善す る こ と と して い る．検

証活 動 は，災害の 規模 に も よ るが，災害が 発生 し た の ち2

週 間か ら概 ね 1ヶ 月 間の 間 に実施 し，改 善 に つ い て は，改

善活動 の 担 当者 と期 間 を定 めて 取 り組む こ と とした．

6 ．開発 ・構築を通 じ て 明 らか に な っ た 事項 の 整

理およびそれぞれ の シス テ ム の 有効性 の 検討等

（1）基本 要素 の 開発 等 を通 じて 明 らか にな っ た こ と

　 基 本 的 な構 成 要 素 と して の カ リキ ュ ラ ム ，ス ケジ ュ
ー

ル ，プ ロ グ ラ ム の 開発 等 を通 じて 明 らか とな っ た こ とは

次の とお りに 整理 で きる，
a） カ リキ ュ ラム

・難 易度 「初級 ・中級 ・上 級 ・
習熟 」 の 導入 に よ り，職

員の 成 長 に 即 した 学 習設 定 の 方 向づ けが 明 ら か とな り，
　防災担 当 と して 必 要 な専門能力 を段 階的 に 身に つ ける

　こ とが 可 能 と な っ た ，
・対象別 「個人 ・最小 単位組織 ・総合組 織」 の 考え方 を

　 も とに し た訓 練 レ ベ ル の 導入 に よ り，個 人 だ け で は な

　く最 小 単位 組織 や所属組 織 全 体 と して も必 要な能力 を

継続的に 向上 させ る た め の 方向づ けが 明確化 され た ．
・「ス タートダ ッ シ ュ プ ロ グラ ム 」 の 仕 組 み を 準備 す る

　こ とに よ り，短期 間 で の 新 任の 職 員の 育成 が可 能 とな

　り，　 「人事異動直後 に 組織 の 災害対応能力が 低下す

　る 」 とい う課 題 へ の 改善方策 を示 す こ と が で きた ．
b）ス ケ ジ ュ

ール
・年 間計 画 の 中 で，い つ どの よ うな研 修 や 訓練 を実 施 す

　るか が明 らか とな っ た．
・年間計画の 中で ，難易度や 対象別 訓練 レ ベ ル に 即 し た

各研修や訓練を位置づ ける こ とに よ り，他の 訓 練との

関連 性 が 明確化 され た．
c） プロ グラム

・個々 の 研修 や 訓 練に 対 して ，目的 や 達 成 目標，実施形

式，具体的な実施内容等，実施する た め の 要 素を 明 ら

か に す る と と も に，作業様 式を定め ，訓 練を実施す る

た め に必要 とな る環 境 や 人 的 ・物 的 資 源 な どの 準備 事

項，使 用 す る 教 材，教 授 法 な どの 企 画 ・運 営 に 係 る サ

ボート情報 を掲 載 す る こ とに よ り ， 企 画 ・運 営 面 の 充

実 に 役立つ もの とな っ た．

（2）訓練マ ネ ジ メ ン トシ ス テ 厶 の 構築を通 じて 明 らか と

　な っ た こ と

a） 訓 練 マ ネ ジ メン トシス テム
・訓 練 マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の モ デ ル が 構築 され た こ と

に よ り，一見 して ，教 訓 等 を計 画 や マ ニ ュ ア ル ，訓練

等 に反 映す る ま で の 取 り組 み や 適 切 な人 材 育成 実施 の

取 り組 み の 流れ を把 握す る こ とが で き る よ うに な っ た ．
・ま た ，継続 的な 業務改善を行 うマ ネジ メ ン トの 仕 組 み

　が 明 らか となっ た，
b） PDCAの 取 り組 み内 容 の 設 定
・
研修

・
訓練 の 計画全般，個 々 の 研 修 や 訓練，実 災害 の

対応 を対象 と して ，計 画，実行 ，評 価 ，改 善 の 各段 階

で の 活動内容を具体的 に 定め る こ とに よ り，訓練実施

や 実 災 害対 応 の 前後 に 実施す べ き事項 や 評 価
・
改善行

　動 の 方向 が明確化 され た。
・また，実災害や訓 練で 得 られ た 知見 等をマ ニ ュ ア ル や

　次な る 訓練等 に 反映 しつ つ ，継続 的 に能 力 向 上 を は か

　る た め の
一連 の 流れ を構築で きた．

・一方，個々 の 研 修や訓練 の
一

っ
一

つ の 特性を踏まえ，
適 切 な改 善 の 方 向 を見 据 えた 形 で の 検 証 の 焦点ま で は

明 らか に され て お らず，今後 の 課 題 と して 残 され た．

災害時の 対 応を 通 じ た 検証 の 焦 点 も 残 され て い る．

（3）研修 ・訓練 シス テ 厶 に 係る基本要素の 有効性の 検討

　 トレ ーニ ン グ シ ス テ ム を構 成す る基 本 要 素で あ る カ リ

キ ュ ラム ・ス ケ ジ ュ
ー

ル
・プ ロ グ ラム が 整備 され る こ と

に よ り，内 閣府 防 災 担 当 の 職 員 が年 間 を通 じて ，どの よ

うな能力の 向上 が は か られ る か に つ い て検討を行っ た．
　例 えば，4月 に 着任 した 内閣府防災担当 の 災害応急対策

担 当職 員A が，学 習課 程 を示 した カ リキ ュ ラム と実 施 日
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程 を示 した ス ケ ジ ュ
ー

ル にそ っ て，プ ロ グ ラ ム に 示 され

て い る内容 の 研 修 や 訓練 を受 講 して い く と，1年 間 を通 じ

て ，様 々 な学習機会 を得な が ら，以下の よ うな 災害対応

に 必 要 な能 力 を習得 し て い け る よ う計画 化 され て い る。
・着任 日に お い て は，内閣 府防災担当の 役 割，対応 の 流

れ お よび 災 害発 生 時 の 業務 内容 ，緊 急 情 報連 絡 シ ス テ

　ム の 操 作 方 法 等 を 学 び．い つ どの よ うな 災 害 が起 きて

　も即座 に 対応 が 実施 で き る た め の 必 要最低限か っ 基本

的な知識 を得，技能 を身 につ け る．
・着 任後 か ら2ヶ 月 程度 の 間で の ス タートダ ッ シ ュ プ ロ グ

　ラ ム で は ，所属組織 に お け る 主要業務 （災害種別 に か

か わ らず）を実施 す る上 で 必 要 な基本 的な知 識 を学び ，
また，簡易な機能訓練 を通 じて，所 属組 織 が果 た す機

能 と 自分 の 役 割 との 関連 を確 認 しつ つ ，事 務 処 理 等 の

技 能 を習得す る 機会 な どが 与 え られ て い る．さ らに は．
各 省庁 の 防災 担 当者 も交 えた 総 合訓練 を通 じて 連 携 ・

調 整上 で の 役 割を確認 し，基本的な調整 ・連携の 要領

を確認 す る機 会 が 設 定 され て い る．な お職 員 A は，同

プ ロ グ ラ ム を通 じて ， 内 閣 府 防災 担 当職 員個人 と して

　の 基本 的な知識を得，技能 を習得 し，災害対応 上 の 基

本的な活 動 を実践で きる よ うになる．
・ス タートダ ッ シ ュ 後 に 計 画 化 され て い るス テ ッ プ ア ッ

プ プ ロ グ ラ ム は ，自 らの 役割に 関係する 研修 や 訓練 を

選択 す る こ とが 基 本 で ，業 務 ラ イ ン ご との 勉 強会 で の

座学を通 じて 自らの 役割 に 関す る具体的 な対応 の イ メ

ージ を習 得 し，ま た 機 能 訓 練等 を 通 じて ，自らの 役 割

に即 した 専門 的事務手 続 き要領 を体得す る機会 が設 定

　され て い る．こ の 他，地 震 ・風 水 害 ・火 山 ・原 子 力 災

害な ど，内 閣府 防災 担 当 組 織 が 対象 とす る災 害 へ の 対

応 の 流れ や ポ イ ン トの 学習や 各省庁 との 共 同 の も とで

行 う総 合訓 練 を通 じて，個人 の 役 割 にそ っ た調 整 ・連
携 の 基 本 動 作 を 実 践 し，そ の 能 力 を 高 め るた め の 学 習

機会が 計 画 され て い る．職員 A は ， 同 プ ロ グ ラム を通

　じ て，主 に 個人 の 地位 ・役割 に 応 じた 専 門的 な知 識 を

得，技能を習得す る と と もに ，連携
・
調整 に 係 る 基 本

動作 を実 践で き る よ うに な る，
・マ ス タープ ロ グ ラ ム で は，主 と して 発 生 が懸念 され る

大規模災害等 へ の 対応 の あ り方を検討す る機会や計画

や マ ニ ュ ア ル の 実行性 や 実 効性 を検証 す るた め の 訓練

の 機 会 が 設 定 され て い る．こ れ らの 機 会 を通 じて，近

年，未経験の 規模の 災害 へ の 具体的な対応 の 方 向 と手

続 き要 領 を確立 す る こ と とな り，職員 A は ，個人 の 地

位 ・役 割 に 応 じ た 専門 的な 知 識を 広 げ尊門性 の 深 化が

は か られ る と と も に技 能の 習熟度が あが る．こ の 他，
極め て 実際的な 状況で の 調整 ・連 携に係 る応 用 力 や 展

開力が 身につ くこ と とな る．
　以 上 の よ うな検討 結果 か ら，カ リ キ ュラ ム ・ス ケ ジュ
ー

ル
・プ ロ グ ラ ム が段 階 的 か つ 適切 に能力 の 向上 をはか

るた めの 研修
・
訓練シ ス テ ム の 基本 要 素 と し て 重 要 で あ

る こ とが考察で き た．こ の 3 つ の 要素 は，それ ぞ れ が相

互 に補完 し合い な が ら，研 修 ・訓 練 シ ス テ ム に係 る基 本

的な指示 書 とし て の 役割を果た し て お り，それ ぞ れ が不

可欠 で あ る こ と が 示 す こ と が で き る ．

  訓 練 マ ネ ジ メ ン トシス テ 厶 モ デル の 検 証

a）訓 練マ ネジメ ン トシス テ厶 信頼性の 考察

　作成 したモ デル （案）の 信頼 性 の 考察を行っ た ．

　教訓等 を適 切 に 計 画や マ ニ ェ ア ル 反 映 す る仕 組 み とな

り えて い る か に つ い て は ，　 「災 害 対応 記 録 」 や 「災 害対

応者の 発言記録」 か ら 「教訓や 課題」 を抽出 し，こ れ ら

を踏 ま え て 「改 善策 」 を整理 し， 「机上 訓 練」 で の検 証

を通 じて ， 「計画 や マ ニ ュ ア ル 」 な どに 反映す る とい う
一連 の 流れ がモ デル か ら読み 取れ る．
　 また ，教訓等を適切に 訓練 に 反 映 す る仕組 み か ど うか

に つ い て は，災害 時 の 「マ ス コ ミ報道 」 や 「災 害 対応 記

録 」 な どか ら，現 実 的 な 状況 を示 した 「状況付 与 」 内容

を作 成 し，　 「訓 練 」 に反 映 す る とい う流れ が一見 で き る ．
　 適 切 な 人材 育成 の 仕組 み とな りえ て い る か に つ い て ，
「研修」 に 関 して は ，教材 と し て 必 要 と な る 「計画 やマ

ニ ュ ア ル 」 が常 に改 善 され た 形 で活 用 され る よ うな仕組

み の 中 に位 置 付 け られ て お り，ま た 「機 能 訓練 」 は 災 害

対応の 実態等 に 即 し た 「状況 付与」 が 訓 練に 反 映され る

形 とな っ て い る．
　継続 的 に業務改善を 可能 とす る

一
体 的な仕 組 み か ど う

か とい う点 に お い て ，まず 計 画 ・
マ ニ ュ ア ル の 実行 性 に

つ い て は ， 現実 的 な状況 下 で の 「機 能 訓練 」 を 通 じた行

動 の 確認 に よ りそ の 検証が 出来る。ま た 実効性 の 検証 は

「机 上 訓練」 を通 じて，計画 ・
マ ニ ュ アル の 記載事項 の

善 し悪 しや 有 効性 の 確 認 が 出 来 る，最 終 的 には 計画 ・
マ

ニ ュ アル に反映 する とい う
一連 の サ イ クル が一

体 とな っ

た モ デル の 中 で それ を確認 で き る よ うに 仕 組 み と して 位

置付 け られ て い る．
　 以 上 の 考 察 か ら，モ デル と して の 信 頼 性 を確 認 で きた ．
b）訓練マ ネ ジメ ン トシス テ 厶 モ デル の 有効性の 検討

　次 に，こ の モ デ ル が 適 用 され る こ とに よ り，どの よ う

な効果が期待で きるか に つ い て の 検討を行 っ た ．
　 例 え ば ，計画 ・マ ニ ュ ア ル 項 目と し て

一
般 に 取 り上 げ

られ る 「被害情報 の 収 集伝達」 につ い て，そ の 内容の 充

実 ・改 善 をは か る こ とを 目的 とした場 合，こ の 訓練 マ ネ

ジ メ ン トシ ス テ ム モ デ ル を適 用 す る と，次 の よ うな 方 法

で ，実行面，実効面 を考慮 し た 改善を導 き出す こ と が期

待で きる と考えられ る．
・改 善 を導 く考 え と し て は，　 「マ ス コ ミ報道」 や 「災 害

対 応 記 録 」 な ど の 現 実 の 状況 を踏ま え て 作 成 され た

　 「状況 付 与」 に よ る 「機 能 訓 練 」 の も とで，計 画 ・マ

ニ ュ アル の 「被害情報の 収集伝達 」 項 目に お い て 実施

す る よ う記 述 され て い る 行 為や仕 事 の 手 順 を 検証 す る

　こ とが そ の
一

つ の 方法 と して あげられ る．こ の 現 実的

　な状況 下 に お ける訓 練で は，情報収集や伝達 に 係 る行

為 が
，

正 し く実 践 で き るか ど うか ，手 順 どお りに 実施

で き るか の 検証 が行 われ，計画 ・
マ ニ ュ アル へ の 記載

事 項 の 適 否や 抜 け な どの 有 無，手順 の 誤 りの 有 無 な ど

が確認 され る．こ の 結 果，計 画 ・
マ ニ ュ ア ル の 修 正 や

追 記 の 要 否 が 明 らか とな り，実 行性 の 確 保 とい う側 面

か ら計画 ・マ ニ ュ ア ル の 改善の 方向が導き出せ る．特

に ，
5W2H の 視 点 で 検証 す る こ と に よ り，計 画 ・マ

ニ ュ アル を高 い 精度 で 改 善す る こ とが 可能 となる．
・ま た，　 「実 災害 で の 対 応 記録 」 や ，　 「体 験者 の 証 言 」

　か ら，計画 ・マ ニ ュ ア ル の 「被害情報の 収集伝達」 に

係 る 教訓 を抽 出 し，これ らを踏ま え た 改善策 を導き 出

　す方 法 が あ る．対 応 記 録 や証 言 か らは，災害対 応の 現

実 か ら得 られ る具体 的 な知 見 と して ，　 「被 害 情 報 の 収

集伝 達 」 の 実 際 の 流 れ や 手 順 とい う情 報収 集 伝 達 行 為

そ の も の に係 る こ と と，情報 収 集や 伝 達 に 係 る 行 為 を

実施する上 で 考慮すべ きコ ツ や ポ イ ン ト，あ る い は 留

意 点 な どが抽 出 され る こ と とな る．こ れ らの 現 実 的 な

　姿 と，計画
・

マ ニ ュ ア ル の 「被害情報の 収集伝達 1 項

　目に お い て 実施 す る よ う記 述 され て い る 行為や 仕事 の

手順 との 比較検討 を通 じて，計画 ・
マ ニ ュ アル の 修正

や 追 記 の 要 否 が 明 らか とな り，実 践 性 の 確保 とい う側

　面 か ら計 画 ・
マ ニ ュ ア ル の 改 善の 方 向が 導 き出せ る．

・さ ら に は，実行 性 の 確 保 とい う観 点 と実 践性 の 確 保 と
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　い う観点か ら見 出 され た 改善策 に っ い て，　 「机 上 訓

　練」 を通 じて ，そ の 効 果 を検 証 し た 上 で，最 終 的 に は

　 計 画 ・
マ ニ ュ ア ル に 反 映 す る とい う方 法 が あ る．実行

　性 や実 践 性 か ら見 出 され た 改 善 策 は ，主 と し て 過 去 の

　実際的な活動に 重きが 置か れ る が，こ の
一

方に ある，
理 想 とす る 「被害情報 の 収集 伝 達 」 活 動 との 比較 か ら，

　有効 的な情報 収 集や 伝達に係 る行 為 が実 施 で き て い る

　か を検討す る こ とで ，実施 上 の 効果 の 高い 計 画 ・マ ニ

　 ュ ア ル の 作成 に 向けた 改善の 方向が 導き出せ る，
　 以 上 の 考察結果 か ら，訓 練マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム モ デ

ル は，適切 な改 善 をは か っ て い くた め に
一

定 の 有効 性 の

あ る 仕 組 み と して 成 立 し て い る こ とを示 す こ とが で きた．
　 なお こ の モ デ ル は，一

見す る と，今後発生 が懸 念 され

る大規模災害 を想定 した 訓練や対 応計画面 の 改善等 に は

馴染 まな い モ デル の よ うに考 え られ る．しか し ， 大 規模

災害 等 へ の 対 応 の 計 画 面 の 改善 を念頭 に，こ の モ デ ル の

適用に よ る検討か らは，以 下 の こ とが考察出来る．
・大規模災害 へ の 対 応 を視野 に 入 れ た 訓練は，実災 害 の

　知 見 か らの 現 実 を踏 ま えた 状 況 に，大 規模 災 害 で発 生

　が 想 定 され る 状況 を加 味 して 作 成 され た状況 の も とで

行 わ れ る こ とが 基 本 と な る．実 行 性 の 検証 を主 体 とす

　る こ の 訓練 の 実施 の 結 果 か らは ，一
定の 改善策 を見 出

　す こ とが出 来，計画 面 に反 映す るこ とが 出来 る．
・ま た，実 災 害 か ら得 られ た 教 訓 ・問題 点 を 下敷 きに，
大 規模災害で 発生 が 想 定 され る問題 点 を想 像 しな が ら

改善策 を導 き出 し，机上 訓 練を 通 じ て そ の 実効性 を検

証 し，計画 や マ ニ ュ ア ル に反 映 す るこ とは 可能 で あ る．
　 以上 か ら，工 夫 を加 え る こ とに よ り，今 後発 生 が懸 念

され る大 規 模 災 害 を想 定 した 訓 練 や計 画 面 の 改善 に も十

分適 用 可 能 な モ デ ル で あ る こ とを示 す こ とが 出来 る，
c）訓練マ ネジメ ン トシス テム モ デル の 特性の 確認

　 さ らに ，モ デ ル に位置 付 け られ て い る3つ の 訓 練類に 対

して，カ リキ ュ ラ ム 上 に位置付 け てい る研修や訓 練が 関

係 づ け られ る か，ま た どの よ うな特 徴 が み られ る か に つ

い て 考察 した．こ の 結 果，カ リキ ュ ラ ム 上 に示 され て い

る研 修や 訓練の 全 て を，モ デル 案に 示 され た 3つ の 訓 練類

の い ずれか に 関連付けす る こ とが 可能 と なっ た．
　関連付けの 詳細 は，カ リキ ュ ラム 上 で 対象 誹練 レ ベ ル

の 「個人 」 に 位 置す る基 礎 訓 練 の 全て が ，モ デル （案）

内で 示 して い る 「研 修」 に位置付 くこ と となっ た，一
方

で ，対象訓練 レ ベ ル の 「最 少 単位組 織 」 に位置す る機 能

訓練や 「総合組織」 に 位置す る 総合訓練は，い ずれ もモ

デル （案）の 「機能 訓練」 と 「机 上訓練 」 の 両方 に該 当

す る もの が 存在 して い る こ とが確認 され た．こ の 結果 は，
カ リキ ュ ラム に 組 み 込 まれ て い る研 修 や 訓練 が ， 必ず し

も人材 育成 面 だ け を 重視 した もの や実 行 性 の 確 認 を行 う

た め の 「訓 練 」 に 限 っ て 設 定 され る わ けで は ない こ とを

示 し て い る．つ ま り．個 々 の 訓 練の うちの い くつ か は ，
組織 の 能力 向 上 を は か る と い う目標 と 同時 に ，計画等 の

有 効性 の 検 証 を 図 る とい う 目標 も持 っ た 訓 練 と して の 特

性 が あ る こ とを 意 味 し て い る とい え る ，な お，こ れ らの

特性か らは，個々 の 研修や 訓練の 評価や 検証の 焦 点 が 明

らか に な り，具体的な方向 も示 せ るもの と推察で き る．
　 以 上 の 考察か ら，マ ネジ メ ン トシ ス テ ム の モ デル が，
カ リキ ュ ラ ム 全 般 の 特性 を 明確 化 す る とと もに，個 々 の

研修や 訓練 の 目標や 特性 を適 切 に位置づ け る た め に，役

立っ こ とも確認 され た ．

（5）訓練の 実施を通 じ明 らか に な りつ つ あるこ との 整理

今年 度4月 よ り取 り組 ま れ て い る 「ス タートダ ッ シ ュ プ

ロ グラム 」 の 実施お よびPDCA の 取 り組 み を実施す る 中で

考察 され て い る こ とな どを，以 下に整 理 した．
・トレ ーニ ン グ シ ス テ ム の 運 用 開 始年 度 で あ る が，カ リ

キ ュ ラ ム や ス ケ ジ ュ
ー

ル ，プ ロ グ ラ ム が設定 され て い

る こ とで ，訓 練の 位置づ け や 実施 時期 を確認 しなが ら，
効率的に企画 ・運 営をす る こ とが可 能 で あ る．
・ 「ス タートダ ッ シ ュ プ ロ グ ラ ム 」 の 実 施 に よ り，防 災

担 当 と して の 心構 えや 初動 時 に実施 すべ き対応 行動な

ど を着任 1 日 目か ら身 に つ け，ま た ，防災 担 当 と し て

個人 や組織 の 役 割 の 理 解 と具 体的 な対 応 行 動 の 方法 を

短い 期 間 で 認識 す る こ とが 可能 とな っ た．
・研 修 生 か らの 意 見 と企 画 運 営 側 の 振 り返 りを通 じて ，
よ り適 切 な プ ロ グ ラ ム と して 昇華す る た め の 改善案 が

出 され，改善方向が 示 され て い る．PDCAの 取 り組み が

定ま っ て い る こ とで，カ リキ ュ ラ ム や プ ロ グ ラム な ど

に 不備 が あ っ て も運 用 し な が ら改善す る こ とが 出来 る．
・実施 を通 じ て ，個 々 の 研修や 訓練実施 に 際 して の 教授

法や教材 面 の 開発 は ま だ 十分 とは言 えな い こ と，個 々

の 検 証 や訓 練 を 目的 や 目標 との 関係 か ら効果 的 に評 価

す る仕 組 み を検討す る必 要が あ る こ とが 考察 され た．

（6）効果的な研修 ・訓練シ ス テ ム の 確立 に 必要 な事項等

a） 効果的 な シス テ 厶確立 の ため の 基 本事項

　効果 的な研 修 ・訓 練シ ス テ ム を確 立 す るた め に 必 要 な

事項を提案する．
・カ リキ ュ ラム，ス ケジ ュ

ール ，プ ロ グ ラム の 3つ は，効

果的な研修 ・訓練 シ ス テ ム の 基本要素 と して 不 可欠 で ，
連 動性 を持つ 枠組 み と し て の 整備 が 望ま れ る．
・訓練マ ネジメ ン トシ ス テ ム モ デル と具 体 的に どの よ う

な検証 や 改 善をす るの か を示 した PDCA の 取 り組 み 内 容

の 2 つ の 関連 付 け は，計 画 や マ ニ ュ ア ル ，研 修 や 訓 練

の 適 正 化や 強化 ・充 実 を は か る 上 で 有効 で あ り，マ ネ

ジ メ ン トの 仕組み と し て ，準備する こ とが望まれ る．
・なお ，3 つ の 基 本 要素や 訓練マ ネジ メ ン トシ ス テ ム の

構 築お よびPDCAの 取 り組 み の そ れ ぞ れ が
一

定の 有効 性

を 見 い だせ て い る こ とか ら，本 論 で 示 した 開発 手 法 に

一定 の 適性 が あ る と考 え られ る，
b） よ り効果 的 な シス テ ム 確立 の ため の 提案

　今回 の 開発等 で は ，個々 の 研修や 訓練 の 具体 的 な検証

の 焦点や 実際の 災害対 応 を 検証 す る た め の 焦 点 は 明 確化

され てお らず，課 題 と し て残 され て い る，こ こ で は，訓

練 の 特 性 に 応 じ た 検 証 の 焦 点を 明 らか に す るこ と を試 み

る．な お災 害 対 応 の 検 証 の 焦 点 は，元 谷 他 （2008 ）
5）
が，

そ の 方向 を示 して い るの で こ れ を導入 す る．

　 カ リキ ュ ラ ム 上 の 研修
・
訓練 は，訓練マ ネジ メ ン トシ

ス テ ム との 関連付 け に よ り，　 「研修 」 ，　 「機 能 訓練 」 ，
「机上 訓練］ の 3つ の い ずれ か に 該当す る．こ の 検証 に お

い て は，異 な る3つ の 訓練類 に 対 し て 共 通 して 検証 で きる

事項 と特 性 に応 じて 検 証 す べ き事 項 を 明確 化 し，そ の 焦

点 を導 き 出せ ば よい と考 え られ る，
　共通 す る事項 は，い ずれ の 訓練類 に お い て もそ の 企画

面 や運 用面 が適 正 か ど うか とい う点に な る．一
方．異な

る 事項 として ， 教育を主 体 と した 「研 修 」 にお い て は ，

研修者 がそ の 内容 を理 解 し た か ど うか が大 事 で あ り，実

行性 の 確認 を主体 とす る 「機能訓練」 に 該当する もの は ，
訓 練参加者の 訓 練内容の 理 解度 に加 えて ，実行性 の 検証

を 通 じ た 訓 練 参加 者 あ る い は 参加 組織 が ，訓 練上 で 実施

す べ き事 項 を適切 に 実行 で き た か とい っ た能 力 面 の 確 認

が 焦 点 に な る，ま た，有効性の 確認 を主体 とす る 「机上

訓練」 で は，人材 育成 面 だ け を重 視 した 訓練 で は な く，
計画や マ ニ ュ ア ル の 内容等の 実効性 を確認 し，そ の 適 正

化 を は か る こ とに 重 きが 置 か れ る 訓 練 とい え，必然的 に
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表 7　 個々 の 研修や訓練の タイプに 応 じた評価 ・検証の 焦点（提案）

　、ト；こ二、
．：．L旨．：：：：， ．：訓蕀 めタイプ ．象孅

．
：

：i襞施糞厳
．

： ：1：

謂 蔽 鱒 鱒 項 ¢ 購 嶽
…
……………

基 礎訓練
　研修

（教育 型）

・
研 修生
・
企 画者

・
ア ンケ

ー
ト

・
評価 票

O 研 修内 容の 理 解度

◆ 企画面
・
運営 面の 適 正

　　．．．、．．

個 々 の

研 修
・
訓 練

　 機 能訓練

（実行性 確齠型 ）

・訓 練対象 者
・
企 画者

・
勉強 会
・
ア ン ケ

ート
・
評価 票

O 訓練内 容の 理解 度

O （実行 性の 確 認を通 じた）能力面 の 適正

◆ 企画 面
・
運営 面 の 適 正 評価機 能別訓 練

総 合訓練
　 机 上 訓練

（有効性 確認型 ）

・
訓 練対象者
・
企画 者

・勉強会
・ア ン ケ

ー
ト

・評価 票

O （実効 性の 確 認を通 じた）計画面 の 適正

◆企画 面・運営 面の 適 正 評価

実災害 ・災害 対応者
・
反省会
・評価 累

（行 勳 の 実行 性・実効 性の 確 認 を通 じた ）

O 能 力面 （個 人・組織 ）の 適正

O 計画 面 （計画・マ ニ ュアル 等）の 適正

検 証 の 焦 点 は計 画 や マ ニ ュ ア ル の 適 正化 にお かれ る。以

上 を考慮 しなが ら， 実 災害 の 検証 の 焦 点 も含め て 整理 し

た もの が表 7 で あ り，こ れ らは 十分検証 の 焦 点 と して ，
反 映可 能で ある と考える，

7 ．おわり に

　本 研 究 で は，危 機対応 従事 者 向 け研 修 ・
訓練シ ス テ ム

の
一
例 と して ，トレ ー

ニ ン グシ ス テ ム を考察対象 と して

検討 を進 め，同 シ ス テ ム を構 成 する カ リキ ュラ ム ，ス ケ

ジ ュ
ー

ル ，プ ロ グ ラム の 3つ の 基本要 素の 開発 過程 とそ こ

で 明 らか に なっ た こ と を示 した ．ま た ，こ の 3つ の 要 素の

整備 に よ り，職 員 が年 間 を通 じて，どの よ うな能 力 の 向

上 が 図 られ る か に つ い て 検 討 を行 い ，それ ぞれ の 要 素 が，
研修や 訓練を適 切 に実施 す るた め の 枠組 み と して 不 可 欠

な要 素で あ り，訓練 ・研 修の シ ス テ ム と し て
一定 程度の

有効 性 が 見 い だせ る こ とを 示 した．こ の 他 ，効果 的な訓

練体 系 の 設 定 に必 要 とな るポ イ ン トと して ， 「ス タート

ダ ッ シ ュ プ ロ グ ラ ム 」 や 「難易度」 ．　 「対象別 訓練 レ ベ

ル 1 な ど の 仕 組 み を 基本 要 素に 反 映 す る こ とよ り，効果

的か っ 段階的に 必 要な能力を身に つ けるた め の 訓練体系

を確 立 す るこ とが 可 能で あ る こ と を 示 せ た ．
　 また，本研究で は，　 「訓練マ ネジ メ ン トシ ス テ ム 亅 の

枠 組 の 検討 を行 い ，対 策 の 充 実化 を図 る仕 組 み と適切 な

訓練等 を実施 す る仕組 み を 関連 付 け ， 継続 的 に業 務改 善

を可 能 とする
一体 的 な仕組 み で あ る 「訓練 マ ネ ジ メ ン ト

シ ス テ ム モ デル ］ の 提案を行っ た．こ の モ デル に つ い て

は，そ の 適用 に よ り どの よ うな効 果 が 期待 で き るか の 検

討 を通 じて ，

一
定 の 有 効 性 の あ る仕 組 み と して成 立 して

い る こ とを示 す こ とが 出来 て い る 。
　 トレ ー

ニ ン グ シ ス テ ム に 係る 今後の 課題 とし て は，訓

練実施 を通 じ て 指摘 され て い る と お り，教材 や教 授 法 の

充実 の 必 要 が そ の
一

つ と して あ げ られ る，ま た ，個 々 の

研修や訓 練の 検証 や災害時の 検 証 の 焦点を明確化する こ

とが，も う
一

つ の 課 題 と考 え る．なお ， 検 証 の 焦 点 に関

し て は，そ の 設 定 の 考 え方 を示 しつ つ 提案 を行 っ て い る．
　本研究の 今後 の 課題 と し て は ，こ こ で 示 す

一
定程度の

活用 可 能性を 見 出す こ とが 出来た 研修 ・訓練 シ ス テ ム の

枠組 み や マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム の 仕 組 み，それ ぞ れ の 策

定 プ ロ セ ス な どを汎 用 し．そ の 有効 性 を様 々 な場 面で 検

証す る こ とで ある と考 えて い る．握案 し て い る 事 項は基

本 的考え方や枠組 み を示 し て い る た め，ある程度 は，都

道府 県 や 地 方公 共 団体，あ るい は，公 共 的団体の 危機管

理 の 部門に も導入 で き る 概 念 で あ る と考 え られ る，今 後

は，そ うした とこ ろ に も対象をお き，検討を進め て い き

たい と考えて い る．
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補 注

（1）表 4に つ い て

　表 4 に示．して い る 各 訓 練 の 単 元数の うち，中級 （ス テ ッ プ ア

ッ プ》に は，A と B を示 してい るが，これ は内閣府 の 防災担 当

職 員 の 着 任 時期 の 影 響 に よる も の で あ る．4 月着 任 の 職 員 は，
中級 A の コ ース を，ま た ，7 月着任 の 職 員 は B の コ ース をた ど

る こ とに な っ てい る．なお，A と B の 数の 違い に関 しては，内

容 を細分化 し て い る か ど うか に よ る もの で ある ，
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