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関東大震災から100年、都市防災のあり方と首都直下地震への備え
the 100th anniversary of the Great Kanto Earthquake Disaster: 
Urban Disaster Management policy and Preparedness for Assumed Tokyo Inland 
Earthquake

• 1. Looking back to the Great Kanto Earthquake Disaster of 1923, focusing on 
Urban fire-spreading

• 2. Introduction to History of Urban Disaster Prevention until the present

• 3. Structure of Urban Disaster Management in Japan

• 4. Recent New Trend
• 4-1 National resilience plan (established in 2013, revised in 2023) 

• National Resilience Act

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/index_en.html

• 4-2 district disaster management plan ( established in 2012)
• Basic act on disaster management

• https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html

• 4-3 Urban Renaissance Safety Secure Plan (established in 201#)

• Act on Special Measures concerning Urban Renaissance

• https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000049.html

• 4-4 Tokyo resilience Project (Started in 2022)

• https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/basic-plan/tokyo-resilience-project/



人的被害の要因：Cause of Casualty 

By Fire

By building collapse

By Tsunami flooding

The Great Kanto earthquake of 1923
Number of dead: 105,385 (including missing)

The Great Hanshin-Awaji earthquake of 1995
Number of dead: 6,437 (including missing)

The Great East Japan earthquake of 2011
Number of dead: 20,960 (including missing)



関東大震災における市街地の焼失被害と人的被害

• 焼失被害
• 全出火件数134，炎上出火件数77件（東京震災録）

• 9月1日11時58分～46時間にわたり延焼

• 焼失棟数：219千棟/357千棟（61.3%）（市域）

• 延焼面積：34.7k㎡/79.4k㎡（43.6 % ）（市域）

• 焼失世帯：311千世帯/829千世帯（ 37.5% ）（市域）

• 人的被害
• 52,178人

• 内被服廠跡地 44,030人

※火災旋風の発生（概ね15：30-16：30）

中央防災会議・災害教訓の継承に関する専門調査会：1923 関東大震災報告書－第１編－



延焼動態図を改めて視る

日本建築学会大会2022：都市防火小委員会（主査：加藤孝明）主催パネルディスカッション

データの
デジタル化

現時代的な活用と
次世代への

継承



延焼動態図を改めて視る～延焼動態図とは？
Dynamic record of urban fire spreading in 1923

• 大地震による東京火災調査報告『震災予防調査会報告』第100号戊，震災予防調査会，81-134. 1925
Formal report by National investigation committee, 1925.

• 記載事項 reported matters
• 出火点 point of firebreaks

• 飛火点 point of flying sparks

• 延焼の進んだ方向を表す線

direction of fire spreading

• 等時延焼線
isogram connecting equal time

• 焼け止まり線

Stop-line of fire-spreading

消防博物館所蔵

原データ



全体

デジタルデータ化：日本建築学会防火委員会都市防火小委員会作成（主査：加藤孝明）
ビューアー作成：小委員会委員：江田敏男（株ピボット、東京大学生産技術研究所加藤孝明研究室リサーチフェロー）

被服廠跡（死者約4万人、火災旋風発生）
The site of military clothing factory( 40,000 dead with fire tornado) 

神田佐久間町（焼け残った数少ない地区）
Kanda Sakuma district, which was one of few unburnt districts風向・風速

Wind direction and velocity
時間 time

Ueno Park

imperial palace



被服廠跡地
The site of military clothing factory( 40,000 dead with fire tornade) 

日本建築学会防火委員会都市防火小委員会作成（主査：加藤孝明）
ビューアー作成（小委員会委員：江田敏男（株ピボット、東京大学生産技術研究所加藤孝明研究室リサーチフェロー）

※火災旋風の発生（概ね15：30-16：30）
Fire tornado occurred at approx. 15:30-16:30



神田佐久間町
Kanda Sakuma district, which was one of few unburnt districts

デジタルデータ化：日本建築学会防火委員会都市防火小委員会作成（主査：加藤孝明）
ビューアー作成：小委員会委員：江田敏男（株ピボット、東京大学生産技術研究所加藤孝明研究室リサーチフェロー）

市街地特性・社会特性×（全体・局所的条件）（不運・幸運）
Characteristics of physical and social × unlucky/ lucky

不確実性の存在
Existence of high uncertainity



学ぶ際の留意点：
関東大震災の被害から学ぶことは多いが、前提の違いを理解する必要がある
Notes: There are many lessons from The Great Kanto Earthquake Disaster, however we should understand differences of periods.

• 建築物
• 可燃性：大

⇔ 劇的に不燃化・難燃化
• 火気の使用環境
• 消防力

• 6消防署（＋出張所、派出所）、常備消防員824名、
• ポンプ車8台、水管自動車17台、はしご自動車5台、手引きガソリンポンプ１台、オートバイポンプ1台
• 予備消防員（消防団的な役割）1402名、
• 手曳きポンプ120台

⇔ 人員と装備の各段の拡充
• 市街地

• 高密、コンパクト
⇔低密度、爆発的な連担拡大、

• 人口
• 200万人（東京市）
• 400万人（東京府）

⇔ 1400万人（現在、東京都）

• Building
• Flammable ⇔ fireproof performance has become higher

• Environments related to fire
• Fire fighting power
• Condition of urbanized area

• High density and compact ⇔ lower density and expanding

• Population
• Two million in Tokyo City
• Four million in Tokyo Metropolitan

⇔ fourteen million in Tokyo Metropolitan

東京大学COE資料（2009）



これまでの時代を振り返る:急速な市街地面積の拡大

explosive expansion of urbanization

• 世界の人口爆発

• 都市の人口爆発

• スクウォッター・スラム（トルコ写真）

COE戦後の高度成長期を通して，市街地が急拡大
Ｕrbanization had explodeｄ through economy growth after the end of WWⅡ

Early Edo era

Late Edo era

Just after the Great 
Kanto Earthquake

The end of WWⅡ

Late period of 
“bubble” economy



三軒茶屋

延焼遮断帯の実態

東京世田谷区上空から杉並区（南から北）（2012年）：国土交通省関東地整ヘリより
Setagaya Ward



東京墨田区上空（2014年9月10日）：東京消防庁ヘリより
Northen area of Sumida Ward

N

白鬚東防災団地

延焼遮断帯が形成されつつある延焼遮断帯の実態



東京杉並区～中野区上空（2014年9月10日）：東京消防庁ヘリより
Suginami Ward and Nakano Ward

延焼を遮るものが見当たらない

N

新宿

中野

高円寺

阿佐ヶ谷



• 1. Looking back to the Great Kanto Earthquake Disaster of 1923, focusing on 
Urban fire-spreading

• 2. Introduction to History of Urban Disaster Prevention until the present

• 3. Structure of Urban Disaster Management in Japan

• 4. Recent New Trend
• 4-1 National resilience plan (established in 2013, revised in 2023) 

• National Resilience Act

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/index_en.html

• 4-2 district disaster management plan ( established in 2012)
• Basic act on disaster management

• https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html

• 4-3 Urban Renaissance Safety Secure Plan (established in 201#)

• Act on Special Measures concerning Urban Renaissance

• https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000049.html

• 4-4 Tokyo resilience Project (Started in 2022)

• https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/basic-plan/tokyo-resilience-project/



３度の焼失（震災，戦災，疑似被災）
three times burnt experiences  (real earthquake disaster, war damage and quasi-damage by assumed earthquake

約20年

約20年

Approx. 20 years later 

Approx. 20 years later 

The Great Kanto Earthquake 1923

Fire spread damage by air raid in 1944-1945

Damage estimation in approx. 1965 



（狭義の）都市防災＝市街地火災対策・復興：関東大震災以降の振り返り

• 1923関東大震災（人口400万人超）

• 1944-1945戦災（人口700万人超）

• 戦後の都市大火の多発

• 1964疑似被災（人口1000万人超）

• 河角広「南関東大地震69年周説」（1964）

• ポストオリンピックの都市づくりのテーマ探し

• 東京大学高山研究室・被害想定

• 1995阪神・淡路大震災

• 2023・関東大震災100周年（1400万人超）

３度の焼失（震災，戦災，疑似被災） ×３つの文脈（復興・防災都市計画・都市防火研究）

three times burnt experiences  (real earthquake disaster, war damage and quasi-damage by assumed earthquake  × urban mitigation policy

復興 防災都市計画 都市防火研究

20年

20年

30年

30年

帝都復興計画（縮小）～1930
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

戦災復興
（ドッジラインにより縮小1/4）
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

【事前復興・復興準備】
復興図上訓練
復興まちづくり模擬訓練
（阪神淡路大震災の神戸を雛型）

戦時体制

防空都市計画（建物疎開）

耐火建築促進法（1947）
・防火建築帯

防災建築街区造成法（1961）
・防災建築街区
市街地改造法（1961）
・立体的な区画整理

都市再開発法（ 1969）

耐震改修促進法（1995）
・耐震化
密集法（1997）
・密集の改善

耐震改修促進法（1995）
・道路機能の確保

延焼速度式の研究（浜田稔）

市街地の延焼性状
（主に建築研究所）

避難場所の安全性（浜田稔）
避難の安全性
（延焼・避難シミュレーション）

建設省省都市防火総プロ
（1979?-）
・延焼遮断帯の設計

防災まちづくり総プロ
密集市街地の難燃化

【都】避難場所の整備（1960
年代後半～）

【都】都市防災施設基本計
画（1981）

【都】防災都市づくり推進計画（1997）

・避難場所
・延焼遮断帯
・密集市街地の改善
（耐震，市街地整備）
※概ね5年毎に改定

市街地の拡大

【都】震災予防条例（1971）

【都】震災予防条例（1971）

【都】江東防災拠点構想（1969）

The Great Kanto Earthquake 1923

Damage estimation in approx. 1965 

Fire spread damage by air raid in 1944-1945

The Great Hanshin-Awaji earthquake 1995

The 100th anniversary of the Great Kanto Earthquake 

帝都復興計画（縮小）～1930
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

戦災復興
（ドッジラインにより縮小1/4）
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

【都】避難場所の整備（1960
年代後半～）

【都】都市防災施設基本計
画（1981）

【都】防災都市づくり推進計画（1997）

市街地の拡大

【都】震災予防条例（1971）

【都】江東防災拠点構想（1969）

復興
Post-disaster 

Reconstruction
建築レベル：

Policy Making building fire-
proof had started in small-

scale

防災都市計画：本格化
a full-fledged urban planning for 

disaster mitigation started

建築レベル：戦後、本格化
Policy Making building fire-

proof started

復興
Post-war 

reconstruction 線 line

面 face

都市空間
システム

Urban spatial 
system

点 poimt

都
市
の
爆
発
的
拡
大

Urbanization has been exploded



（狭義の）都市防災＝市街地火災対策・復興：関東大震災以降の振り返り

• 1923関東大震災（人口400万人超）

• 1944-1945戦災（人口700万人超）
• 戦後の都市大火の多発

• 1964疑似被災（人口1000万人超）
• 河角広「南関東大地震69年周説」（1964）

• ポストオリンピックの都市づくりのテーマ探し

• 東京大学高山研究室・被害想定

• 1995阪神・淡路大震災

• 2023・関東大震災100周年（1400万人超）

３度の焼失（震災，戦災，疑似被災） ×３つの文脈（復興・防災都市計画・都市防火研究）

復興 防災都市計画 都市防火研究
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20年
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帝都復興計画（縮小）～1930
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

戦災復興
（ドッジラインにより縮小1/4）
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

【事前復興・復興準備】
復興図上訓練
復興まちづくり模擬訓練
（阪神淡路大震災の神戸を雛型）
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市街地改造法（1961）
・立体的な区画整理

都市再開発法（ 1969）
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密集法（1997）
・密集の改善

耐震改修促進法（1995）
・道路機能の確保

延焼速度式の研究（浜田稔）

市街地の延焼性状
（主に建築研究所）

避難場所の安全性（浜田稔）
避難の安全性
（延焼・避難シミュレーション）

建設省省都市防火総プロ
（1979?-）
・延焼遮断帯の設計

防災まちづくり総プロ
密集市街地の難燃化

【都】避難場所の整備（1960
年代後半～）

【都】都市防災施設基本計
画（1981）

【都】防災都市づくり推進計画（1997）

・避難場所
・延焼遮断帯
・密集市街地の改善
（耐震，市街地整備）
※概ね5年毎に改定

市街地の拡大

【都】震災予防条例（1971）

【都】震災予防条例（1971）
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街の線的不燃化から面的不燃化へ

• 耐火建築促進法（S27.5）：防火建築帯

• 防災建築街区造成法（S36.6）：防災建築街区

• 都市再開発法（S44.6）：

http://bokatai.blogspot.com/2016/06/blog-post.html

線

面



防災拠点：江東防災拠点構想（1969）

• （16拠点構想）

• 十字架ベルト構想
• 東大高山研（建築学会）

白鬚東防災団地の建設（1971-1986)

江東防災拠点構想（1969）

江東防災拠点構想
（1969．東京都）

面



東京都：防災都市づくり推進計画の３大要素

• ①避難場所の確保・整備 概ね昭和40年代~

• ②延焼遮断帯の整備：延焼被害の局所化 概ね昭和50年代~
• 都市防火区画の形成

• ③重点整備地域・整備地域における市街地整備 概ね昭和60年代~
• 都市防火区画内の難燃化／防災生活圏の形成

東京都防災都市づくり推進計画（2020)
urban promote plan for disaster mitigation(2020)

都市空間システムへ
Urban spatial system

Approx. 1965 -

Approx. 1975 -

Approx. 1985 -

Constructing evacuation areas

Three main components of urban promote plan for disaster mitigation

Constructing urban fire-compartments by fire stop belt with broad 
road and fireproof building along road

Making inside of vulnerable urban compartment become fireproof



東京都防災都市づくり推進計画（2009)

①避難場所 ②延焼遮断帯

evacuation areas urban fire-compartments by fire stop belt



③市街地整備 Making inside of vulnerable urban compartment become fireproof by urban improvement



東京都：防災都市づくり推進計画の３大要素

• ①避難場所の確保・整備 概ね昭和40年代~

• ②延焼遮断帯の整備：延焼被害の局所化 概ね昭和50年代~
• 都市防火区画の形成

• ③重点整備地域・整備地域における市街地整備 概ね昭和60年代~
• 都市防火区画内の難燃化／防災生活圏の形成

東京都防災都市づくり推進計画（2020)
urban promote plan for disaster mitigation(2020)

都市空間システムへ
Urban spatial system

Approx. 1965 -

Approx. 1975 -

Approx. 1985 -

Constructing evacuation areas

Three main components of urban promote plan for disaster mitigation

Constructing urban fire-compartments by fire stop belt with broad 
road and fireproof building along road

Making inside of vulnerable urban compartment become fireproof
時代を逆から読むと

understanding in reverse of tiimes

多重のフェールセーフが装備されつつある
Multiple fail-safe system has been equipped



（狭義の）都市防災＝市街地火災対策・復興：関東大震災以降の振り返り

• 1923関東大震災（人口400万人超）

• 1944-1945戦災（人口700万人超）
• 戦後の都市大火の多発

• 1964疑似被災（人口1000万人超）
• 河角広「南関東大地震69年周説」（1964）

• ポストオリンピックの都市づくりのテーマ探し

• 東京大学高山研究室・被害想定

• 1995阪神・淡路大震災

• 2023・関東大震災100周年（1400万人超）

３度の焼失（震災，戦災，疑似被災） ×３つの文脈（復興・防災都市計画・都市防火研究）

復興 防災都市計画 都市防火研究

20年

20年

30年

20年

帝都復興計画（縮小）～1930
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

戦災復興
（ドッジラインにより縮小1/4）
・都市骨格，インフラ
・土地区画整理

【事前復興・復興準備】
復興図上訓練
復興まちづくり模擬訓練
（阪神淡路大震災の神戸を雛型）

戦時体制

防空都市計画（建物疎開）

耐火建築促進法（1947）
・防火建築帯

防災建築街区造成法（1961）
・防災建築街区
市街地改造法（1961）
・立体的な区画整理

都市再開発法（ 1969）

耐震改修促進法（1995）
・耐震化
密集法（1997）
・密集の改善

耐震改修促進法（1995）
・道路機能の確保

延焼速度式の研究（浜田稔）

市街地の延焼性状
（主に建築研究所）

避難場所の安全性（浜田稔）
避難の安全性
（延焼・避難シミュレーション）

建設省省都市防火総プロ
（1979?-）
・延焼遮断帯の設計

防災まちづくり総プロ
密集市街地の難燃化

【都】避難場所の整備（1960
年代後半～）

【都】都市防災施設基本計
画（1981）

【都】防災都市づくり推進計画（1997）

・避難場所
・延焼遮断帯
・密集市街地の改善
（耐震，市街地整備）
※概ね5年毎に改定

市街地の拡大

【都】震災予防条例（1971）

【都】震災予防条例（1971）

【都】江東防災拠点構想（1969）

防災都市計画：
疑似被災から本格化

建築レベル：
戦後、本格化

都
市
の
爆
発
的
拡
大

線

面

都市空間
システム

点

復興

建築レベル：
関東大震災前から

努力

建築レベル：
戦後、本格化

復興



冬・夕方（風速８m/s）

物
建物被害 １９４,４３１

（３０４,３００） 棟

的
被
害 要

因
別

揺れ等 ８２,１９９
（１１６,２２４）

棟

火災 １１２,２３２
（１８８,０７６）

棟

人
的
被
害

死者 ６,１４８
（９,６４１）

人

要
因
別

揺れ等 ３,６６６
（５,５６１）

人

火災 ２,４８２
（４,０８１）

人

負傷者 ９３,４３５
（１４７,６１１）

人

要
因
別

揺れ等 ８３,４８９
（１２９,９０２）

人

火災 ９,９４７
（１７,７０９）

人

避難者 約２９９万
（約３３９万）

人

帰宅困難者 約４５３万
（約５１７万）

人

※ ( )は前回想定の東京湾北部地震の被害量
※都心南部直下地震と東京湾北部地震では地震動
が異なり、比較は困難であることに留意が必要

※小数点以下の四捨五入により合計が合わない場
合がある。

※揺れ等には、液状化、急傾斜地等の被害を含む。
全壊棟数分布

焼失棟数分布

○ 都内で最大規模の被害が想定される地震で、震度６強以上の範囲は区部の約６割に広がる。
○ 建物被害は１９４,４３１棟、死者は６,１４８人と想定

都心南部直下地震（M7.3）の震度分布

東京における被害想定（都心南部直下地震）（2022.5）
damage estimation by Tokyo Metropolitan Government (2022.5)

3

１０年前の想定被害と比べ、
揺れ・火災ともに3割～4割、減少

阪神・淡路大震災

10万棟（全被害）

関東大震災・焼失

20万棟 半分

２倍

出火件数の減少が大きい
811件（2012） ➡ 623件

延焼に関しては
最悪想定ではなく平均想定

関東大震災

30万棟（全被害） ２/３倍

関東大震災・出火件数

77件



防災・減災対策による被害軽減効果（冬・夕方/風速8ｍ/s）

耐震化の
推進

家具転倒
防止対策

項目 現況 促進① 促進②

耐震化の推進
住宅の耐震化率

92% など
耐震化率100%
（1981年基準）

2000年基準

○ 建物耐震化等の現況に基づく被害量から、今後対策を進めた場合の被害軽減効果を推計

○死者・全壊棟数は、
前回想定から３～４
割減少
○さらに対策を進める
ことで、死者数、全
壊棟数を減少させる
ことが可能と推計

死者数
約5,100人

全壊棟数
約11万棟

約3,200人

約８.1万棟 約1,200人

約３.2万棟 約500人
約1.4万棟

現状 1981年基準 2000年基準
100% 100%

約８割減少

約６割減少

前回想定結果

約３～
４割減少

想定(57%) 75%固定 100%固定

死者数
約260人

約240人

約140人
約40人

約８割減少

約４割減少

前回想定結果

約１割減少

○死者は、前回想定か
ら１割減少
○さらに対策を進める
ことで、死者数を減
少させることが可能
と推計
○100%固定でも、
10%は転倒・落下を
引き起こすと設定

項目 現況 促進① 促進②

家具等の転倒・落下等防止対策実施率の向上 57.3% 75% 100%

※死者数は、揺れによる
建物被害による 死者数
で有り、ブロック塀等の死
者数等を含まない。
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• 1. Looking back to the Great Kanto Earthquake Disaster of 1923, focusing on 
Urban fire-spreading

• 2. Introduction to History of Urban Disaster Prevention until the present

• 3. Structure of Urban Disaster Mitigation in Japan

• 4. Recent New Trend
• 4-1 National resilience plan (established in 2013, revised in 2023) 

• National Resilience Act

• https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/index_en.html

• 4-2 district disaster management plan ( established in 2012)
• Basic act on disaster management

• https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html

• 4-3 Urban Renaissance Safety Secure Plan (established in 201#)

• Act on Special Measures concerning Urban Renaissance

• https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000049.html

• 4-4 Tokyo resilience Project (Started in 2022)

• https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/basic-plan/tokyo-resilience-project/



災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

各種対策

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

•より高いレベルの外力を想定
•（ワーストシナリオ）
•Making Worse scenario for the future

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

災害経験の蓄積
Experiments of 

disaster in Japan

Earthquake Damage Estimation Urban Vulnerability Assessment to Earthquake



各種対策
Many kinds of countermeasures

災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

公共
Public Sector

(governments)

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

準公共
Semi-Public Sector

(companies related to 
Infrastructure, etc.)災害経験の蓄積

Experiments of 
disaster in Japan

民間
private Sector
(companies)

地域コミュニティ
Semi-public  Sector

(companies)

個人/世帯
private Sector
(housholds)

share

Urban Renaissance Safety Secure 
Plandistrict disaster management plan

Tokyo resilience Project

National resilience plan

Recent New Trend



各種対策
Many kinds of countermeasures

災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

施策連携の強化
Strengthening of policy 

coordination

公共
Public Sector

(governments)

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

準公共
Semi-Public Sector

(companies related to 
Infrastructure, etc.)災害経験の蓄積

Experiments of 
disaster in Japan

民間
private Sector
(companies)

地域コミュニティ
Semi-public  Sector

(companies)

個人/世帯
private Sector
(housholds)

share

Urban Renaissance Safety Secure 
Plandistrict disaster management plan

Tokyo resilience Project

National resilience plan





各種対策

災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

公共
Public Sector

(governments)

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

準公共
Semi-Public Sector

(companies related to 
Infrastructure, etc.)災害経験の蓄積

Experiments of 
disaster in Japan

民間
private Sector
(companies)

地域コミュニティ
Semi-public  Sector

(companies)

個人/世帯
private Sector
(housholds)

share

Urban Renaissance Safety Secure 
Plandistrict disaster management plan

Tokyo resilience Project

National resilience plan

各種対策
Many kinds of countermeasures



• 地域住民の主体性

• 提案型の制度

• 地域特性を詳細に反映

• Local Community makes plan on their own initiative and proposes for local government.

• As result, local characteristics is reflected to a plan.

葛飾区新小岩北地区（2009.4）



各種対策

災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

公共
Public Sector

(governments)

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

準公共
Semi-Public Sector

(companies related to 
Infrastructure, etc.)災害経験の蓄積

Experiments of 
disaster in Japan

民間
private Sector
(companies)

地域コミュニティ
Semi-public  Sector

(companies)

個人/世帯
private Sector
(housholds)

share

Urban Renaissance Safety Secure 
Plandistrict disaster management plan

Tokyo resilience Project

National resilience plan
Prvate-public partnership For CBD

各種対策
Many kinds of countermeasures



高密度高集積の商業・業務地区×災害：東京での現象

Google 画像検索「帰宅困難」
Situation in CBF of Tokyo Just after 2011 the great East-Japan Earthquake disaster 

Urban Renaissance Safety Secure Plan in CBD
by Act on Special Measures concerning Urban Renaissance



③

⑥：改訂回数

④

⑤
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⑤
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⑤
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③災害への備えを付加価値とした発展戦略づくり
strategy for urban growing regarding preparedness for disaster Additional Value

2012.7都市再生特別措置法改正「都市再生安全確保計画」創設
「都市再生本部有識者ボード防災WGでの議論をふまえて」

官民連携で策定
むしろ，民主導官支援

多様な事業者が参加
鉄道事業者含む

帰宅困難者対策だけではない．
都市再生を図りつつ，安全を確保すること

ソフトとハード

指揮命令的システム
ではない

防災計画ではなく，
なぜ安全確保計画という名称か？

創造的な取り組み

Public-private 
partnership

Attendances are 
Various kinds of 

stakeholders

Software and 
hardware

Not command system

Creative activity

Secure the safety for disaster through urban 
regeneration and redevelopment



BCD Hardware

BCPからDCP，そしてBCD

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P

B
C
P B

C
P

DCP Software
HumanwareBCPをつなぐ

隙間を埋める

BCP：Business Continuity Plan

DCP：District Continuity Plan

BCD：Business Continuity District

災害時のエネルギー・水の自立＋α
α：周辺への貢献

担い手の確保・組織の構築
情報技術による支援
（情報収集・共有）

Dayly life







エリア防災拠点ビル評価（大手町・丸の内・有楽町地区）
Otemachi Marunouchi and Yurakucho

assessment system for performance of disaster response for urban redevelopment as local rule

大手町・丸の内・有楽町地区におけるエリア防災ビル エリア防災ビル
Base building for disaster managent

安全のお裾分け

加藤孝明・渡邊仁・小島知典：日本建築学会計画系論文集 79(696), 451-459, 2014.2

ビル単体防災性能

周辺への貢献
（安全のお裾分け）

エリア防災ビル



新しいツールで災害状況像を理解する（高輪ゲートウェイシティ）
Takanawa Gateway city (2022)

https://www.mlit.go.jp/plateau/use-
case/uc22-030/

High level analysis of post-disaster situation by simulation tool to optimize response in disaster



新しいツールで災害状況像を理解する（高輪ゲートウェイシティ）
Takanawa Gateway city (2022)

https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/uc22-030/

High level analysis of post-disaster situation by simulation tool to optimize response in disaster



各種対策

災害リスク評価
Visualization and evaluation 

of disaster risk

災害リスクを丁寧に理解する
Thorough understanding of disaster risk

公共
Public Sector

(governments)

-Urban Vulnerability Assessment to Earthquake
-Earthquake Damage Estimation 
-Hazard Map and Risk Map of Floodding
-etc

-Consideration of Countermeasures in each section of the 
government/ Local Government

準公共
Semi-Public Sector

(companies related to 
Infrastructure, etc.)災害経験の蓄積

Experiments of 
disaster in Japan

民間
private Sector
(companies)

地域コミュニティ
Semi-public  Sector

(companies)

個人/世帯
private Sector
(housholds)

share

Urban Renaissance Safety Secure 
Plandistrict disaster management plan

Tokyo resilience Project

National resilience plan

As New Challenges

各種対策
Many kinds of countermeasures




