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検討内容・進め方について



防災拠点のネットワーク形成に向けた検討会 

 

検討内容・進め方 

 

 

１．アウトプット                            

○中部圏広域防災ネットワーク計画（整備目標・方針・整備内容等）の策定 

①基幹的広域防災拠点が備えるべき機能 

②基幹的広域防災拠点（司令塔、高次支援機能）の選定 

③現状において選定拠点に不足している機能（今後整備が必要な機能） 

④広域防災ネットワークの整備優先度、短期的、中長期的な目標年度の設 

定 

 

 

２．成果の活用                             

○策定した計画により、県・市町村、内閣府、国土交通省の役割分担が明確

になり、各事業主体が責任を持って効率的に広域防災拠点の整備を進める。 

○各広域防災拠点の機能を明確に位置づけ、国の防災基本計画や県・市町村

の地域防災計画へ反映することにより、円滑な緊急活動や緊急物資の輸送

を支援する。 

○内閣府が想定している基幹的広域防災拠点の機能に加え、中部圏の特色を

活かした、防災意識の啓発、防災教育空間、自治体間との情報共有、首都

機能のバックアップなどのセンター機能を具体的に提示し、広域防災の核

となる施設を関係機関、住民などに具体的に示す。 

 

３．進め方                               

○防災拠点ネットワークの現状と選定手法を確認 

○各防災拠点の機能を踏まえた基幹的広域防災拠点候補エリアの設定 

○基幹的広域防災拠点及び広域防災拠点候補地の設定 

○中部圏広域防災拠点ネットワーク計画の作成 

○スケジュール 

  平成２４年５月 検討会設立 

  平成２４年度 検討会を３回程度開催 

  平成２４年９月 計画の策定・公表 

 



４．検討項目（案）                            

第１回 

(5 月 10 日) 

 

③各防災拠点の機能を踏まえた基幹的広域防災拠点候補エリアの設定

②各防災拠点の機能の整理 

・ 防災拠点の機能の検討 

 司令塔機能、高次支援機能（カテゴリⅠ） 

 物資拠点・活動拠点、拠点間の連絡調整機能（カテゴリⅡ）

 支援物資等の受入れ（カテゴリⅢ） 

・中部地方に必要な基幹的広域防災拠点の配置エリアの検討 

事務局 

(６月) 

④基幹的広域防災拠点の選定 

⑤リスクと需要をまえた広域防災拠点計画 

・ 南海トラフ巨大地震による簡易被害想定 

・ 広域防災拠点位置の確認（リスクと需要踏まえた拠点計画） 

・ 広域防災拠点の活動イメージの各県等との調整 

・ 基幹的広域防災拠点にもたせるべき防災啓発・教育機能 

⑥選定した拠点に不足する機能の抽出 

⑦広域防災ネットワークの整備優先度、整備目標年度の設定 

○ 防災拠点のネットワーク形成に向けた検討会設立 

 設立趣旨、検討会メンバー、規約 等の承認 

①防災拠点ネットワークの現状と選定手法を確認 

 広域防災拠点の機能及び選定の考え方 

第２回 

(７月) 

事務局 

(８月) 

⑧基幹的広域防災拠点及び広域防災拠点候補地の設定。 

⑨現状において選定拠点に不足している機能（今後整備が必要な機能）

⑩広域防災ネットワークの整備優先度、短期的、中長期的な目標年度

の設定 

第３回 

(９月) 

中部圏広域防災ネットワーク計画（整備目標・方針・整備内容等）の策定 
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防災拠点の機能及び選定の考え方

司令塔機能、高次支援機能を有する施設
○現地対策本部候補地
○県毎に「陸」または「海」または「空」から１次的に緊急輸送物資を中継可能な施設。
○高速道路等SA・PA（ヘリポートを有する）

○確保できない場合は、当面の活用・将来整備を考慮してそれぞれ設定。

カテゴリⅠ：基幹的広域防災拠点

カテゴリⅡ：広域防災拠点

カテゴリⅢ：防災拠点

物資拠点、活動拠点、拠点間の連絡調整を行う施設
○リスク評価（液状化、津波・洪水浸水、最大震度）
○緊急輸送道路とのアクセス
○各県広域防災計画等への位置づけ
○オープンスペース１５ha以上

○中部地方で想定される大規模災害時の被害の
特徴を考慮。

支援物資等受け入れ施設
広域防災拠点のカテゴリ分類（イメージ）

カテゴリⅠ：
基幹的広域防災拠点

カテゴリⅡ：広域防災拠点

カテゴリⅢ：防災拠点



広域防災ネットワーク検討スケジュール

平成25年度
以降

4月 5月 6月 7月 8月 9月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降

● ● ● ● ●

 ▲ ▲

東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議スケジュール

平成25年度
以降

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降

●  

フォローアップ

実践的訓練

アクションプラン作成　等

● ● 　 ● ●

　 ● 　 ● 　 ● ●

● ● ● ●

● 　 ● ●

中間と
りまと
め

平成22年度 平成23年度

防災拠点のネットワーク形成に向
けた検討会

打合せ

平成23年度

平成24年度

～

広域防災ネットワーク整備・検討
準備会

平成21年度

地震・津波対策アドバイザリー会
議

文部科学省地震調査研究推進本
部による南海トラフの長期評価の
ための想定震源域に係る科学的
検討

内閣府（南海トラフの巨大地震モ
デル検討会）

平成24年度

中部圏戦略会議

戦略会議

幹事会

実務担当者会議

11/25

12/1

12/2610/4

12/27 震度分布

津波高等公表

３～４月

被害想定

（直接的被害）

推計公表（６月頃）

被害想定

（経済被害等）

推計公表（秋頃）

対策の骨子

公表（年末）

対策のとり

まとめ公表

（春頃）

●：検討会等の開催予定、公表予定 ▲：打合せ予定●：検討会等の開催 ▲：打合せ

11/7 11/2212/15

第１回

4/30

第２回

9/14

第３回

8/4

第４回

1/26

第５回
3/26

●

第１回
5/10

●

第２回

7月

整備手法、具体化に

向けた検討等

●：検討会等の開催予定、公表予定 ▲：打合せ予定●：検討会等の開催 ▲：打合せ

とりまとめ

公表(予定)
●

第３回

9月

中間とりまとめ

（公表）

12/27

見直し

（公表）

フォロー

アップ

3/15

2/6

連携課題の進捗状況報告

●
フォローアップ等

 




