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１ 検討部会の目的、委員構成、開催スケジュール 

⑴ 大規模・高層の建物への対策の必要性 

南海トラフ巨大地震対策については、内閣府の中央防災会議防災対策推

進検討会議「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」最終報告

において、次の事項が指摘されている。 

・ 高層ビルについて、スプリンクラーや防火扉等の施設の耐震化等の

出火防止対策を推進する必要がある。 

・ 重要施設に対する情報インフラの重点的な耐震化、および地下空間

等における不感地帯の縮小を促進する必要がある。 

・ 公共施設等の避難所となり得る施設、大規模集客施設において、天

井の脱落対策等の非構造部材の地震対策を推進する必要がある。 

・ 不特定多数が利用する都市の施設において、施設の耐震化、出火防

止対策等を推進する必要がある。 

 

一方、平成 18 年「予防行政のあり方検討会中間報告」にて、「不特定多

数が利用する大規模・高層化された防火対象物では、地上とのアクセスが

構造上大きく制限されること、避難時の移動距離が非常に長くなること、

群集心理によりパニックを生じやすいこと等から、適切な対策が施されて

いない場合の消防防災上のリスクは極めて大きいと考えられる。」「このよ

うな大規模･高層の防火対象物では、災害時における消火活動、通報連絡、

避難誘導、救出･救護について、より高度･複雑な対応が必要となる」とさ

れた。 

同報告では、「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物など、

不特定多数の者や自力避難が困難な者の利用に供するもの」等であって

「総合操作盤の設置や防災センター要員講習の受講の対象となる大規模･

高層等のもの」について、「大規模地震等に対応した自衛消防力を共通的

に確保することが必要」として整理している。 

上記を踏まえ、平成 19 年の消防法改正により、「自衛消防組織の義務化」

等の対策の強化が図られた。 

 

⑵ 自動消火設備の機能確保の必要性 

消防法令では、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物など、

不特定多数の者や自力避難が困難な者の利用に供する施設であって、一定

規模以上のものについては、万が一火災が発生した場合に避難が困難で、

人命危険が高いことから、平屋建てを除き、スプリンクラー設備の設置が
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義務づけられている。（昭和 48 年消防法施行令改正通知より） 

「自衛消防組織の義務化」の対象となる防火対象物のうち、スプリンク

ラー設備の設置が義務づけられているものについては、地震等の発生に際

して火災が発生した場合の人命危険がより高くなることも考慮すると、地

震時にも必要な機能を維持することが必要と考えられる。 

 

⑶ 検討体制 

以上を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」の部会として、有

識者により「南海トラフ巨大地震・首都直下地震等に対応した消防用設備

等のあり方に関する検討部会」を開催した。 

検討部会は、次の日程により開催した。 

第１回 平成 25 年８月８日 

   第２回 平成 25 年９月 20 日 

第３回 平成 25 年 12 月３日 
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【南海トラフ巨大地震・首都直下地震等に対応した消防用設備等のあり方に関

する検討部会（敬称略。五十音順。）】 

役 職 氏 名 所 属 

委 員 荒井 伸幸 東京消防庁予防部長 

委 員 有賀  徹 一般社団法人日本病院会 病院診療の質向上検

討委員会 委員長 

委 員 井上 勝徳 国土交通省住宅局建築指導課長 

委 員 岩佐 英美子 社団法人日本ホテル協会 事務局長 

委 員 榎  一郎 千葉市消防局予防部長 

委 員 木原 正則 一般財団法人日本消防設備安全センター常務

理事 

委 員 桐本 哲郎 電気通信大学大学院情報理工学研究科教授 

委 員 小林 恭一 東京理科大学大学院国際火災科学研究科教授 

委 員 佐藤 康雄 一般財団法人消防科学総合センター理事 

委 員 志手 隆之 大阪市消防局予防部長 

委 員 篠原 一博 一般社団法人日本ショッピングセンター協会

専務理事 

委 員 寺本 隆幸 東京理科大学工学部第二部建築学科教授 

委 員 西村 敏彦 一般社団法人日本損害保険協会 生活サービス

部長 

委 員 芳賀 敏晴 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 建築

物安全管理委員会 

委 員 幡野 広史 日本百貨店協会 

部会長 松本 洋一郎 東京大学大学院工学系研究科教授 

委 員 松山 雅洋 神戸市消防局予防部長 

委 員 丸山 裕弘 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 

委 員 力久 修一 

松原 美之 

日本消防検定協会理事 

(第 1回・第 2回は力久委員,第 3回は松原委員)

委 員 田村 裕之 消防庁消防研究センター技術研究部大規模火

災研究室長 
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２ 検討対象及び検討目標 

⑴ 特に対策が必要な対象施設 

特に、次に掲げる施設については、非常に多数の者が利用者となってい

る公共的な施設であることから、地震発生時におけるスプリンクラー設備

の機能維持を図る必要がある。 

用途：「百貨店、旅館、病院、地下街など、不特定多数の者や自力避難

が困難な者の利用に供するもの」のうち、延べ面積が大きい場合にスプリ

ンクラー設備の設置が義務づけられる用途に供される施設 

規模：「総合操作盤の設置や自衛消防業務講習の受講の対象となる大規

模･高層等のもの」であって、スプリンクラー設備の設置義務のある規模

となる防火対象物 

なお、複合用途防火対象物については、上記用途に供される部分が上記

規模以上となるものについて、地震発生時におけるスプリンクラー設備の

機能維持を図る必要があるものと考える。 

 

⑵ 対応を検討すべき地震の規模 

建築物の構造耐力上主要な部分が損傷しないレベルの地震において、ス

プリンクラー設備の機能を維持することを想定する。 

具体的には、建築基準法に基づく構造計算（平成12年建設省告示第 1457

号）の前提となる希な地震動の発生時において機能が失われないことを想

定する。 

 

⑶ その他の消防用設備等についての対策の必要性 

その他、地震時等における消防活動の円滑化や、スプリンクラー設備を

構成する機器の維持管理についても課題を整理する必要がある。 
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３ 必要な対策と進め方 

⑴ スプリンクラー設備等の耐震化 

ア 大地震による機能不全の原因の分析 

東日本大震災では、スプリンクラー設備の被害について、フレキシブル

管が揺れに十分に追従できなかったために破断したものがあった、ヘッド

が天井とぶつかって破損したものがあった、などの報告があった。 

一方、地震によるスプリンクラー設備等の機能喪失原因としては、次の

ようなメカニズムが想定される。 

 

 

イ 対策の考え方 

被害発生原因に対応した対策については、次のように整理できる。 
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各部位についての具体的な対策については、「大規模地震に対応した

消防用設備等のあり方に関する検討会報告書」（平成２３年）に準じた

対策とすることが望ましい。 

ポンプ、水槽、消火剤貯蔵容器等の重要機器に関しては、アンカーボ

ルト等で建物駆体に堅固に緊結するとともに、接続する配管をフレキシ

ブル管とするなど揺れに対応できるよう措置することが有効である。 

立管など主要な配管に関しては、一定高さ以下毎に金具により固定す

る等により、建物に堅固に固定することが有効である。 

ヘッド・配管に関しては、次のいずれかの措置が有効である。 

・ 天井が落下してもヘッドや配管が損傷しない措置 

・ 天井が落下せず、かつ、天井の揺れによって配管が損傷しない

措置 

 

ウ ヘッド・配管に係る措置についての課題 

   (ｱ) 天井改修に係る課題 

天井の落下防止対策のための改修、又は天井裏にある配管の補強

のための改修には、多大の経費を要することが指摘されている。 

特に、昭和５１年以前に設置された天井については、駆体部分の

耐火被覆としてアスベストが用いられており、それが天井の改修に

伴い飛散するおそれがあることから、実質上、営業しながら改修す

ることが不可能な状況となっていることが課題である。 

(ｲ) 技術的な課題 

既存の天井について、地震発生時に落下するものであるか、否か

によって必要となる措置が異なるが、既存の天井の地震発生時の挙

動について判断する技術が確立されていない状況にある。 

天井が落下しない措置が講じられている場合における、ヘッド・

配管の損傷防止措置については、平成２２年度報告書で示されてい

るが、天井が落下した場合にヘッド・配管が損傷しない措置につい

ての、具体的な技術が確立されていないといった課題もある。 

 

エ 対応方針 

(ｱ) 必要な対策に係る現状 

地震発生時にもスプリンクラー設備が必要な機能を確保するため

には、天井が落下しない措置を講じた上で天井の揺れによってヘッ

ドや配管が損傷しない措置を講じること、又は天井が落下すること
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を前提に配管やヘッドが脱落しない措置を講じることが望ましい。 

これらの措置を講じるにあたっては、天井が地震発生時に落下す

るか否かを判断した上で、いずれかの措置を選んで措置をすること

が合理的である。 

しかし、既存天井が地震発生時に落下するかどうかを判断する技

術や、天井が落下してもヘッドや配管が損傷しない措置についての

技術は確立されていない状況である。 

また、建築基準法令上においても一定の天井高さ・面積の天井（特

定天井）についての確立された技術はあるが、それ以外の天井につ

いては落下防止のための確立された技術はない現状にある。 

 

(ｲ) 対策の緊急性に応じた対応 

例えば、現に多数の死者をともなう火災が発生している認知症高

齢者グループホーム等については、類似事案の発生の蓋然性も高く、

緊急の対策が求められるものであるため、既存の建物を含めて早急

に改善を図るよう、消防法令において必要な措置を講じているとこ

ろである。 

一方、東日本大震災においても地震時のスプリンクラー損傷によ

る大火災が生じておらず、建物の建て替え等に併せて順次改修を進

めていく等により、長期的に安全性を向上させていくことが求めら

れる性質があるものと考えられる。 

したがって、当検討部会としては、新築の建物において必要な安

全対策を講じるために必要な措置を講じることで、順次安全な状況

が構築されていくことが望ましいと考える。 

 

(ｳ) 今後の取り組み 

以上を踏まえ、今後の取り組みとして、消防庁において、関係省

庁や関係団体等と調整し、 

・ 新築の建物を念頭に、特定天井に必要とされる基準を適用又は

準用して落下防止がされた天井において、当該天井に設置される

スプリンクラー設備の配管の揺れ止め、スプリンクラーヘッドの

フレキシブル配管による接続などの措置を講じることとすべきで

ある。 

・ 天井が落下した場合にスプリンクラーヘッドや配管が脱落しな

いような工法の研究開発を進めるべきである。 
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また、上記の措置が講じられるまでの間は、特に大規模集客施設

においては非常に多くの利用者がいることにかんがみ、スプリンク

ラー設備がその機能を喪失した場合においても、地震発生後に火災

を早期覚知し消火器等を用いた初期消火が確実に実施できるよう、

次の事項に考慮して防災に関する消防計画を策定し、実施できるよ

うにすることが求められる。 

・ 従業員等に対する訓練の徹底 

・ 消火器等の設置場所についての、蓄光式など夜間停電時にも容

易に確認できる表示 

・ 消火器等の設置場所に容易に到達できるような経路の確保 

さらに、上記のそれぞれの対策の推進のためには、対策を適切に

講じている事業所に対する表彰などをすることも有効である。 

 

⑵ 無線通信補助設備の設置基準の見直し 

地階における火災ついては、煙が充満しやすく、消防活動が困難となり

やすいことから、一定規模以上の地下街等において、無線通信補助設備等

の消防用設備等の設置が義務づけられているところである。 

 

したがって、多数の者が利用する、いわゆる特定用途防火対象物（物販・

飲食等）の目的で用いられる部分の面積が一定規模以上となる地階につい

ても、同様の消防活動の困難性があるが、特に通信手段の確保については、

地震発生時においても活動上非常に重要であることから、当該地階におけ

る無線通信補助設備の設置について、地下街と同様に措置すべきである。 

ただし、地階に外部に直接面しているような開口部がある場合には、無

線が通じることもあるため、例外とすることも考えられる。 

なお、この対策は、防災管理が必要となる大規模・高層の建物に限らず
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必要となるものである。 

 

⑶ 自家発電設備・消火ポンプ等の劣化点検 

ア 対象とする機器について 

スプリンクラー設備を構成する機器について機能を維持するためには、

いざというときに確実に作動するよう、維持管理が適切になされることが

必要である。そのため、老朽化による機能不全が生じないような点検を行

うことが求められる。 

具体的には、自家発電設備、消火ポンプ（加圧送水装置の一種）、バル

ブ類について、適切に点検をすることを求める。 

 

イ 自家発電設備 

長期間設置されていると、シリンダー内にスス等の汚損が溜まること

から、分解点検や高負荷運転により機能を確認する必要がある。 

設置後長期間を経過したものについては、点検を行うことが望ましい

が、点検を行うべき時期についての十分なデータが得られていない。 

一方、高負荷運転については、大型の擬似負荷装置を要する場合があ

り、また、営業時間中の長時間の点検は困難であるといった指摘もある。 

また、分解点検については、分解のためのクレーンの手配や、分解す

るためのスペースの確保が困難といった指摘もある。 

点検に係る負担をかんがみ、今後、点検を行うべき時期についての調

査分析を行い、結果が得られ次第、点検基準の強化を図ることが考えら

れる。 

 

ウ 消火ポンプ 

長期間設置されていると、コイルその他の電気回路に汚損・腐食が生

じることから、コイルの分解点検又は絶縁耐力試験により、機能の確保

について確認する必要がある。 

ポンプについては、設置後１５年から２０年程度で分解点検すること

で機能が適切に確保されるといった意見もあるが、今後、点検を行うべ

き時期についての調査分析をさらに行い、結果が得られ次第、点検基準

の強化を図ることが考えられる。 

 

エ バルブ類 

主要な部材としては、流水検知装置、一斉開放弁がある。これらにつ
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いては、長期間設置されていると、汚損物が溜まって細管につまり等を

生じることから、分解点検によって機能の確保について確認する必要が

ある。 

通常、年１回の総合点検の際に、不具合の確認が可能であることから、

どこか一ヶ所に不全があった場合には他のバルブ類についても綿密点検

を行い、その結果不具合が見つけられた場合に分解点検するといった方

法により、効率的な機能確認が可能と考えられる。 

 

４ まとめ 

地震発生時に、多数の者が在館している防火対象物については、消防用設

備等の機能維持により万が一の火災の被害を最低限に抑えることや、消防隊

の活動が円滑にできることが必要である。 

一方、そのための措置について、やり方によっては多大の費用を要するこ

とが懸念されることから、技術上の課題等についてできるだけ整理を行い、

必要な対策に限って行わせることが望ましい。 

そのため、当面の間は、一定の技術的知見が得られた事項について、優先

して実施されるよう、対策を講じることとする。 

また、技術的知見が不十分な事項については、今後、研究・調査分析を進

め、その結果が得られたものについては、必要な対策を講じることが望まし

い。 

さらに、消防用設備等の劣化対策に関しては、関係団体と連携して、各消

防用設備等の経年劣化、事故等の状況を十分調査するとともにその状況を踏

まえた、点検基準のあり方について具体的な検討を進める必要がある。 

 


