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　1．発生した被害を最小限にくい止める

 

1 Response

Recovery

Mitigation Preparedness

emergency 

response relief

特集：大規模災害と社会保障Ⅱ

災害発生時における危機対応システム
－米国の事例に学ぶ－

牧 紀男

■ 要約

　本稿は、被害軽減（preparedness）を中心とした危機対応から、被害抑止（mitigation）、災害復興（recovery）ま

でも含めた総合的な防災対策を構築していっている米国の事例から、東日本大震災の教訓を踏まえた新たな日本の危

機管理対策のあり方について考えるものである。東日本大震災の危機対応から得られた教訓の一つとして自治体相互

応援の重要性があげられる。効率的な応援を可能にするためには標準的な危機対応の仕組みを持つことが重要であり、

米国で使われている標準的な危機対応の仕組みについて、指揮調整（Command）、事案処理（Operation）、情報作戦

（Planning）、資源管理（Logistics）、庶務財務（Finance and Administration）という5つの「機能」を持つ組織体制

のあり方、人員の交代、目標管理型の災害対応を可能にする組織運用のあり方について、詳述する。

■ キーワード

標準的な危機対応システム、ディザスター・マネジメント・サイクル、危機管理、復旧・復興

図1　ディザスター・マネジメント・サイクル
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　2．米国の危機管理システムの変遷2

1950  Disaster Relief 

Act  Civil Defense Act 2005

8

1965

National Flood Insurance Act 1968

1974

1988

, the Robert

T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance 

Act

Declaration of Disaster

2

図2　連邦政府と地方との役割分担（出典:FEMA)
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Federal Emergency Management Agency
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FEMA
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FEMA
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HUD

the Housing and Home Finance Administration

1961 the Office of Emergency 

Management 1978

FEMA

HUD

80 90

Loma 

Prieta Earthquake 1989 Hurricane Hugo 1989

Hurricane Andrew 1992 Northridge Earthquake

1994

1993

2001
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2000 Disaster 
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2001

2002
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2004
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図3　National Response FrameworkとNational 
Incident Management System 図4　連邦政府の災害対応業務
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15 Emergency 

Support Functions, ESF

4

National Incident Management System NIMS

3 NIMS

2005

Post-Katrina Emergency Management Reform Act 

2006 National 

Disaster Recovery Strategy 2011 National Disaster 

Recovery Framework

National Housing Recovery Strategy

2009

5

2007

State of California Multi-Hazard Mitigation Plan

2007

　3．相互連携を可能にする危機対応システム3

2001

NIMS

ICS Incident Management 

System

ICS

Incident, Emergency, 

Crisis, Disaster, Catastrophe 5

6 Incident

Emergency

Crisis

Disaster Catastrophe

図5　Pre-disaster Recovery Planning(State of Florida, 
Division of Emergency Management, 2008) 図6　危機のレベル（出典：林春男、牧紀男他、2008）
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Catastrophe

ICS

ICS ICS

ICS 1970

ICS ICS

1990 ICS

1991 ICS

Standardized Emergency 

Management System, SEMS

2001 ICS

ISO22320

ICS

ICS

　4．ICSの危機対応組織4

ICS

ICS

ICS

Command

Operation Planning

Logis t i cs F inance  and 

Administration 5

7

5

5

図7　ICSが規定する災害対応組織
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ICS

7 ICS

3

2

Federal Emergency Management Agency, FEMA

ICS

図8　危機対応組織の階層性（出典：林春男、牧紀男他、2008）
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Emergency Operation Center, 

EOC Department Operation 

Center, DOC Incident Command 

Post, ICP 3 8

5

ICS

2

1

2004

9

3

5

80

ICS

ICS

ICS 5

ICS

図9　中越地震（2004）の教訓を踏まえて見直された新潟県の危機対応組織
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　5．ICSの組織運用5

ICS 5

1

Unity of command

2 Span of 

Control

1

5 2

3 Operational Period

Incident Commander 8 12

72

4 5 Unit 

Log Consolidated Incident Action 

Plan

図10　日本型危機対応組織（出典：林春男、牧紀男他、2008） 図11　The Planning “P”
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Incident Action Plan, IAP

11 The Planning P

Life Incident

Property 3

LIP

IAP

Common Operational Picture, 

COP

ICS

2013

NIMS

　6．リジリエントな社会を構築するために

12

100

1

2011 3 11

2
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1906 1989

SPUR

13

14

3

30

4 4

3

図13　リジリエント・サンフランシスコ 図13　復旧目標時間と現状のギャップ（出典：SPUR, 2009)

図12　危機による影響
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Ⅰ　概況

2011 7 2012 1

65 684 4,920

4 3,636 408 6,138

Policy and Planning Bureau 2012 i

1,200 538 8,204
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4,250 3.5 2011 7

70 82

84

2011
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Phaiboon 2012 7
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73.7% 25 27
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タイ大洪水と社会保障

河森 正人

■ 要約

　2011年にタイを襲った大洪水では、河川勾配が緩いという地理的な特徴から、洪水被害が5カ月ちかく続いた。

政府は「水害・風害・泥流対策指令委員会」を設置し、災害に対する段階的な対応策である「2P2R（Preparation, 

Response, Recovery, Prevention）」戦略にしたがって、国民の生活全般にかかわるさまざまな対策を講じた。また、

農民や零細自営業者（インフォーマル・セクター）、そして民間事業所従業員に対する医療保障では、指定医療機関

以外での診療に対する保険適用、移動診療ユニットの立ち上げ、被災地における入院患者の移転、救急搬送などが課

題となった。民間事業所従業員に対する失業給付や老齢給付などといった所得保障では、保険料の減免や給付申請手

続きの延長・簡素化が課題となった。

■ キーワード

タイ、2011年大洪水、社会保障、医療保障、所得保障
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8,419 18
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15.3

55.0

1669 47.3

Phaiboon 2012

12-14

8

Ⅱ　ライフラインなどについての対応

　1．組織体制および準備期の対応

2007 8

25

137/2554

Policy and Planning 

Bureau 2012 6

表1　被災者に対する支援項目と担当機関

2P2R Preparation, 

Response, Recovery, Prevention

Preparation 2007

11

2010-2014

Policy and 

Planning Bureau 2012 7

5,000

2004
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O. Po. Pho. Ro. O. 

So.

Policy and Planning Bureau 

2012 8

　2．対応期の体制

Response

1 4,288

O. So.

Policy and Planning Bureau 2012 10-11

10 8 27 2,762

23 8,556

Policy and Planning 

Bureau 2012 14-15

3

14

10

18 18

Policy and Planning Bureau 2012 15,17

　3．復興期の体制

Recovery

10

177

156 10 94

7 4,754

169 5,402

Policy and Planning Bureau 2012 22

1965 23

3 2

3 1 3 2
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2011 12

2008-2011 6

1962

17 590

25

Policy and Planning Bureau 2012 22-23

11 15

1 5,000

108 9,242 54 4,621

125 5,527

62 7,764 Policy and 

Planning Bureau 2012 26

2006

80 100%

3

40 80

2

2011 12 1

60

1,500

26

5,000

1

5,000

9,151

4,541

Policy and Planning Bureau 2012 26-27

Ⅲ　医療および所得保障分野における対応

　1．農民、インフォーマル・セクターむけ医療保障

　（1）　30バーツ医療制度

2002

2002 30

30

NHSO

6,800 7

2013 30

1

, capitation 2,755.6

1 30

2
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PCU

CUP

 2009 138-139

　（2）　洪水発生後の対応

30

53 130

30

Phaiboon 2012 24

10 12 30

57

kongthun 

samrong klang korani het chukchoen reng duan
1

1 6

3 5000

50

500

50 1

4

NHSO 2011 3

19

suksala samret rup 10

2
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表2　国民健康保障事務局（NHSO）の対応策（2011
年9月26日国民健康保障委員会決定）

1. 30

NHSO
2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

NHSO 2011: 4

　（3）　復興期の対応

45

Phaiboon 2012 25

　2．民間事業所従業員むけ医療および所得保障

における対応

　（1）　社会保障基金

1985

1990

20

1993 10

2002 1

1998

2004

33

39

2 3

33

4 55

180

60 20

1 5,000

180

12 1.5

12 180

12

Wiphan 2012 70

33 39

12

6

432

Wiphan 2012 71

　（2）　保険料についての措置

4
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11 29

33

1 1 6 30

5

3 7 1 12 31

5 4

2.75

167

1 1,700

39

6

30

Social Security Office 

2011 5

　（3）　医療給付についての措置

Social Security Office 2011 6,14

　（4）　そのほかの措置

9 30 11 30

30

60

1 9 30

11 30

30

Social Security Office 2011 6

33 39

40

50,000

2 2.5

100

3 3

3 Social Security Office 

2011 7
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むすび
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注
1  30
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41

2011

2  

3

30

PP 

Community

1

3

3  

40

2 1

70

30

1

100

50

表3 社会保障基金スキームにおける被災者支援

1.
33

2011 11 29

2.
39

30

3.
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5.

6. 60
7. 30
8. 100 3 3

50,000
2 2.5

Social Security Office 2011: 14
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3

16

1

はじめに

1986 4 26 V.I.

25

2011 3 11

4

1996 6 28

3 16

特集：大規模災害と社会保障Ⅱ

チェルノブイリ原子力発電所の事故後の、被災者の生活・就労、
健康被害に対する支援策

サンドロヴィッチ・ティムール

■ 要約

　ソ連邦のウクライナ共和国のチェルノブイリ原発において事故が起きた後、ソ連政府およびそれぞれの共和国の政

府は急きょ被災者の支援策に関するプログラムおよび法律の制定を打ち出した。ウクライナ独立後の国家予算のチェ

ルノブイリ被災者支援の枠を見ると、年々増加している傾向にあるが、国家が定めた支援策は実際に被災者のところ

に行き届いているとは言いがたい状況がなお続いている。また、被災した子供たちの支援および保護は国家の優先次

項の一つになっているが、特に健康増進分野においてはいまだに海外のNPOやNGOによる支援に頼らざるを得ない

状況が続いている。本稿においてチェルノブイリ事故から28年が経過し、被災者の支援策に関して試行錯誤を繰り返

してきたウクライナの経験から、フクシマ後の日本に対して提言を試みる。

■ キーワード

チェルノブイリ原発事故、リクビダートル、特典、支給状況、被災した子供
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Ⅰ　チェルノブイリ事故による　
被災者支援の法的枠組

　1．事故発生当時～ソ連崩壊まで（1986-1991年）

1

2

3-4
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1

1991

3 4

　2．ウクライナの1991年の「チェルノブイリ法」お

よびそれが定めるチェルノブイリ事故によ

る被災者への支援策に関して

1998 1998

1991 2 27

70

1

表1　被災者に関連するソ連時代の法律・国家機関決議の一覧

1986.06.05

1986.06.20

1986.08.22

1987.12.29

1989.10.20
886

1990.03.31
325

1990.04.25
1990-1992

1990.06-08
1990.12.19
1991.02.22 SSR2

1991.02.27 SSR
SSR

1991.02.27 SSR
1991.02.28 SSR
1991.04.08
1991.05.12
1991.05.15 SSR
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1991 2 27

1991 02 28

32

表2　チェルノブイリ被災者の各カテゴリーの定義

3

4 1986 7 1

1986 7 1 1986 12
31 5

1987 14

1986

1986 7 1 12 31
5

1987 14
1988-1990 30

1993 1 1
2

3

1993
1 1 2

3

1993 1 1 4

1998

M. 

M. 

図1 チェルノブイリ事故リクビダートルの手帳

M. 

2004 10 29

5

M. 

V. 

1997 1 20 51
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Ⅱ　実際の支給状況

2011

1994-1996

　1．統計で見る支給状況

25 Safety for the Future 2011 4

7 7.1.1

248-249pp.

1996 2004

2007

40

2010 700

2003

10

表3　1996～2005年におけるチェルノブイリ事故の影響を克服するための予算上および実際の支給状況の比較表

100
UAH 100 UAH %

100
UAH

100
UAH

1996 3363,32 1794,56 53,4 1527,88 85,1 160,59
1997 5681,72 2513,00 44,2 1746,59 69,5 310,04
1998 4548,5 2606,00 57,3 1432,26 55,0 457,75
1999 6015,95 1746,80 29,0 1535,51 87,9 763,21
2000 7479,25 1812,89 24,2 1809,63 99,8 931,48
2001 8744,46 1843,99 21,08 1925,02 104,4 786,4
2002 9957,8 2144,5 21,5 2002,8 93,4 729,3

634,6
2003 12656,74 1381,16 11,0 1381,16 100,0 760,3

596,4
2004 14872,5 1667,19 11,2 1640,4 98,4 685,4
2005 2041,77 1877,16 91,9

Baloga V. I., Kholosha V. I., Evdin O. M. ed. 2011
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　2．二人の大臣の主張

2014 5

L. 2014 5 27

2014

23

23

100

2014

1994-1996

V. 2014 5

26

L.

50

V. 

V.

V. 

28

V. 
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　3．二人の被災者の主張

表4　インタビューを受けた二人の被災者の基本情報

M. 
1962 8

V. 
1960 5

M. 

2014 5 27

1984

1986

4

M. 

2

6 8 8

8

15

16

M.

1987

24

18

50%

21

50

18
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123

1300 M. 

500 800

5 7

;

M.

50

4320 6 ;

M. 

V.

2014 05 29 M. 

1

1986 11

2 4

15

2 3

V.

50

50

160

1 1987

50 4000

V. 

M. 

V. 

M.
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　4．被災者手帳給付をめぐる詐欺

M. 

M. 

2004

5 50

Ⅲ　子どもに対する健康診断や
放射能軽減措置など　

　1．E.ステパーノワ研究所の活動

E. 

E. 

, 2012

5 9

30km

30

4

　2．筆者自身の経験

1984

2 130

1

3 2
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3

NPO NGO

5 5 1

5 9

3

2

2

4

　3．被災した子供たちのカテゴリー分けに関す

るV. ホローシャの説明

V. 

18

18

18

18

Ⅳ　考察、これからの日本への示唆
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むすびにかえて
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Ⅰ　はじめに 1
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1

特集：大規模災害と社会保障Ⅱ

災害カタストロフィにおける個人の「福祉」と「公共性」
―アメリカ合衆国の連邦災害政策を素材として―

後藤 玲子

■ 要約

　本稿は、アメリカ合衆国の災害政策（とりわけハリケーン・カトリーナ）を題材として、災害カタストロフィにお

ける個人の「福祉」と「公共性」の関係を考察した。「災害も公的機関や社会構造を崩壊させ、その向こうに横たわ

るより広い眺めを見えるに任せることがある」。本稿は、はじめに、この「広い眺め」を見る3つの視点に着目した。

すなわち、①「国家」の危機管理、②グローバルな資本力と地元政治力の結合の論理、③私有財産制にもとづく「個」

の論理である。これらはアメリカの災害政策を貫く典型的な視点であり、予防原理と両立可能であるが、被災者個人

の「福祉」に対する公共的関心からは離れる恐れがある。本稿は、つづいて、災害政策が「公共性」をもつうえで有

効な視点を探った。第一の要点は、被災者の視点である。第二の要点は、だれであれ当事者になる可能性を完全には

否定できない、という人と人との間の連続性を規範的に確立することである。

■ キーワード

ハリケーン・カトリーナ、公共性、コミュニティの再生、アソシエーションの観点、カタストロフィ
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Ⅱ　アメリカ合衆国の災害対策の歴史と組織1
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　（2）　災害対策の仕組み
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　（3）　災害対策に対する評価
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　（2）　災害対策のシステム上の問題
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Ⅳ　災害とアメリカ社会の構造
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Ⅴ　災害対策と「公共性」
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書　評

レグランド塚口淑子編著
『「スウェーデン・モデル」は有効か－持続可能な社会へむけて』

（ノルディック出版、海象社、2012年）

福島 淑彦
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　（Ⅳ）　家族関係と高齢者ケアの変遷（第7章、第

8章）
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Ⅴ　本書の課題と評価
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