
共同住宅火災の実態と火災予防対策

東京消防庁指導広報部 才旨導課長 小 林 恭
一

本年 2月 3日 開催されました昭和62年度防

火講習会の講演内容を講師のお許しを得て

掲載いたしました。実務のご参考にして頂

ければ幸甚です。

今日は 「共同住宅火災の実態 と火災予防対策」

ということでお話 しを致 したいと思います。

皆様方は共同公営住宅の管理をなさっているわ

け■ その中で一番あり得る災害の形態 と致 しま

しては火災ということでしょうから, いろいろ興

味 もおありだろうと思いますし, また, あとでお

話 しますが防火管理者になられてる方もいらっし

ゃると思いますので,火 災について,あ る程度の

知識がある方 もいらっしゃるかも知れませんが,

まず最初に共同住宅の火災の実態を少しお話 しま

して,そ れから法律関係がどのように組み立てら

れているか,そ れが実態の運用として, どういう

ようになされているかということについてお話 し

致したいと思います。

共 同住宅火災の実態

まず共同住宅火災の実態ですが, レジメのほう

に火災統計のグラフが幾つも綴 じてありますので,

これで共同住宅の火災というのは, どういうよう

にして起こっているのかという概観をつかんでい

ただきたいと思います。

まず火災の件数ですが,火 災件数というのは年

間, 6万件 ぐらいあるんですが, そのうち共同住

宅の火災件数がどのくらいあるかと言いますと,

これはグラフの①です。 4年分取っておりますが,

だいたい3,61Xl件前後です。

これを見てお分か りと思いますが,同 じような

共同住宅等に係る火災統計

① 共同住宅の構造別火災件数の推移

数字だなというように思われると思 うんです。火

災というのは, まず確率でございまして,確 率ど

お りに起こります。だから共同住宅のように戸数

の大きなものは,だ いたい, このように同じよう

な件数になります し, もっと戸数が小さくて,た

とえば劇場ですとか,映 画館 とか,1,lXXl棟,2,000

棟といったオーダーのものでも,毎 年, なんで同

じだけの数の火災が起きるのかなというくらい確

率的に起こります。

法律とか行政とかというのは, その確率を下げ

るためにあるのだというように私は理解しており

ます。 このうち,皆 様方に関係あ りますのは,耐

火構造の共同住宅だと思います。

これは 側年で 1,659件ですが, これは少しずつ

増えているんです。増えているのはご推渡」のとお

り耐火構造の共同住宅の数がふえているからだろ

うなと思われるわけですが, そのへん少し見てみ

るにはグラフの②を見ていただきますと, これは
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共同住宅ではありませんで住宅全体の構造別の出

火件数ですが,木 造 というのが, いちばん上にあ

りまして,最 近では 1万 2,側 件 ぐらいですね。

ジグザグしながら少しずつ減ってきています。

それから 「防火造」。 これはモルタル造 りのこ

とですが, これがじりじり増えて来ています。 も

っと増え方が強烈なのは耐火構造です。昭和44年

当時は耐火構造の住宅の火災は 745件 ぐらいしか

なかったわけですが,最 近 では 2,058件 で 3倍 ぐ

らいに増えています。それから簡易耐火構造 とい

うのが,そ こそこの害J合であるということになる

わけですが, 昭和 60年 の耐火構造の住宅の火災

が 2,058件 です。グラフ①のほうで耐火構造の共

同住宅は 1,659件 ですから2,058件 から 1,659件

を引いた400件 ぐらいが共同住宅でない耐火構造

の住宅の火災になります。

皆様方の管理 しているものの中には, そういう

ものも多少あるかも知れません。

それからグラフ③のほ うは耐火構造の住宅の火

災が, どんどん増えているというのは耐火構造の

住宅が増えているせいだということを証明した,

「構造別住宅出火率の推移」というものでござい

まして, これは住宅 1万戸あたりの出火件数です。

昭和 58年 を見ていただきますと耐火構造2,7件で

す。つまり耐火構造の共同住宅が 1万戸あ ります

と2,7件 の火災が発生するというのが昭和58年の

データですということです。木造だと7.6件です。

昭和 43年 を見ていただきますと, これは耐火構

造でも1万 戸あた りの火災の発生件数は 5.5件 で

す。 したがって15年 間で火災の発生率が,耐 火構

造の場合は半分になっているとい うことで, また

木造の場合は, ちょっと増えているんですね。

こういう傾向は当た り前だと思 うか, なぜだろ

うかと思うかというのは, いろいろあるわけです

が,実 は,耐 火構造のほ うが火災が減ってくると

いうのは,一 つ説明しないと分からない現象なん

です。

と言いますのは,他 の条件が同じならば耐火構

造であっても木造であっても火災の発生率という

のは同じなんです。 ところが出て来た数字が違っ

てくるというのは,な ぜでしょうか。いろいろ理

由は考えられるわけですが, ひとつは耐火構造の

企賓告霜縁彊蕩
別の火災1件当たり

③ 構造別住宅出火率の推移

(注)昭 和43年については,構 造別出火件数がないため,昭 和44年の出火件数

を用いてお り,厳 密性に欠ける。

ほ うがス トックとして新しいものが多いというこ

とだろうと考えてお ります。木造のほうはス トッ

クとして古いものが多いわけですね。なぜ,新 し

いものの方が出火率が低 くなるかというと,新 し

いもののほ うが設備がいいんですね。

たとえば蔵房器具とか,風 呂を考えていただき

ましても, あるいは暖房器具を考えていただきま

しても,新 しいもののほうがコントロールしやす

い熱源を使ってお り,安 全性も高 くなっているわ

けですから, 当然, そういうもののほ うが火災の

発生率は小さくなってしかるべきだと思います。

② 住宅の構造別出火件数の推移

（
火
災

一
件
当
た
り
焼
損
面
積
）
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古い木造ですと,当 然,設 備が古いものですから,

そういうところで,か な り差が出て くるに違いな

いと思います。

それから, もう一つは同じ規模のボヤが出たと

きに耐火構造の場合には, なんとか消してしまう

ことができるんですが,木 造の場合には大きくな

って消防を呼ばなくてはいけな くなってしまう。

消防を呼びますと火災 1件 として数えられますが,

呼びませんと1件 として教えられないという差が

出ているんじゃないか。二つ大きな差があ りまし

て,そ ういう差がス トックで効いて くるとこうい

う変化になるんじゃないかなというように考えら

るんですね。

それは防火木造 といわれるものが7.4件から35

件に減ってきているのは同じような理由ですね。

すなわち,裸 木造の住宅 というのは建築基準法等

の関係であまり建てられなくなってきている。市

街地に建つのは殆ど防火木造ということにな りま

すと,防 火木造の新しいス トックが,ず つと増え

てまい りますから, こういう結果になるんじゃな

いかというようなことが考えられるわけです。

それから①のグラフを見ていただきますと, こ

れは構造別の火災 1件 当た りの焼損面積の推移で

して,上 から2番 目のところは全住宅の平均です

が, これを見ますと昭和44年ぐらいは, いったん

火災が起きると50m2ぐ らい燃えていたのが 鍋.8

m2と,じ りじり下がってきています。木造のほ う

は, ほぼヨコばいですから,火 災 1件 当た りの焼

損面積が下がってきている主な原因は簡耐のせい

ではないかというのと,耐 火構造の比率が高 くな

ると, こういうことになるんだろうと思われるわ

けです。

次に⑤のグラフを見てください。 「耐火構造の

建物というのは,燃 えにくいのは分かったが,昔

から燃えにくかつたのかな」というあた りを考え

てみましょう。 56年から58年の平均とい うのを

見ていただきますと四角いのが 「耐火構造全体J

と書いてあ りますが,耐 火構造の建物は平均しま

す と,だ いたい,一 回の火災で 1l m2ぐらい燃える

んです。

(m'/件

居住用以外の非特定用途

8.3 6届

44   46   48

i     l     l

45   47   49

耐火造建物の用途別, 平均焼損面積の推移

(火災年報)

ところが昭和 44年 ぐらいは 36m2も燃えてしま

った。昔は 36m2ぐ らい燃えていたのが,15,16年

ぐらいたつと1l m2し か燃ぇなくなって しまうと

いうことになるわけです。 これは, なぜかという

のは, また別の理由がございまして,簡 単に言い

ますと建築基準法と消防法がこの時期,非 常に強

化されまして, その結果が, これに効いているん

ですね。何 も関係なかったのが,実 は居住用の耐

火構造でして⑤のグラフで見ますと昭和44年から

57,硝 年まで,ず っと7m2か ら8m2ぐ らいで横

ばいですね。つまり, その間,面 積が増えたとか,

いろんなことがございますが,だ いたい耐火構造

の共同住宅というのは一回火災が起きたときに 7,

81n2で止まるとい うのが, ここ 10数年一緒だと
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いうように, このグラフを見ていただいたと思い

ます。

ついでに⑥のグラフも参考のために見ていただ

きます。 これは共同住宅ばか りでないんですが,

用途別の焼損面積が書いてございまして, これを

見ますと居住 という上から4番 目のところ守 が,

左が木造で,右 が耐火構造ですが 8ぱ ぐらいしか

燃えない。 しかし, これは耐火構造にすれば同 じ

ように燃えないということではな く,た とえば倉

240 220 200 1

( m 2 /件)

庫とか,pll場とか,工 場 とか,養 畜舎 (豚小屋,

鶏小屋など)な んかですが, そういったものは,

かな り燃えてしまうんですね。

ところが共同住宅のようなものが 7, 8ぱ しか

燃えないのは, なぜなのかと言いますと,結 局,
一つは区画がしっか りしているということですね。

それから, もう一つは火災を早 く発見できるかど

うかということがあ りまして, 養畜舎というのは

豚小屋,鶏 小屋の類でございますから, しかも山

の中にあった りしますので,発 見が遅いし, 間に

防火区間などが, ろくにないものですか ら,火

が出るとあっと言 う間に燃えてしまいます。結局,

耐火構造にしても中が燃えてしまうと, このくら

いの面積は,す ぐ燃えてしまうというようなこと

になろうかと思います。

それから,火 災による死者の話をします。①の

グラフを見て下さい。共同住宅火災でどのくらい

死者が出るでしょう。管財課の方は死者の発生に

は関係なくて焼損面積のほうが興味あるのかもし

れませんが, とりあえず死者の話をしますと,昭

和 42年当時は共同住宅火災による死者は 44人 し

かいないんです。それが, どんどん増えまして最

近は, ここ1 0 年ぐらい, 1 4 5 人から1 8 5 人ぐらい

までの間で ジグザグしているという感 じですね。

病院 ・診療所

福祉・保険施設

車    庫

4 9

8.4

住

務  所

食  店

9 0

8 . 1

7 7

138

11.5

54

163

神 社 ・寺 院 145

官  公  署

倉    庫

百貨店,マーケット

学    校

16.6旅館 ・ホテル

劇場 ・果業場

工場 `作

養  畜  合

(火元建物が木造) 火災1件当たり焼損面積 (火元建物が耐火造)

⑥ 火元建物の用途別・構造別の火災 1件 当たり焼損面積

(昭和53年～57年の平均.火 災年報)

コ
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この共同住宅と言ってお りますのは,木 賃アパ

ー トを含んだ共同住宅です。耐火構造だけ守 と,

そんなにはいかないんですね。

それから,① のグラフを見ていただきますと,

こんどは出火原因の話です。火災予防運動をや り

ますと,放 火が増えているとか, たばこが大変だ

とか, コンロがどうしたとか, いろいろそういう

話をしますが,用 途別に見てみますと,皆 様方に

直接関係があるのは住宅火災です。

住宅火災ですとコンPが トップであ りまして,

たばこ,風 呂かまど,ス トーブ,火 遊び,放 火と

いったllk序になってきます。 これは全国計の, し

かも住宅だけの話であ りますが, この中でコンロ

火災というのが多いですね。 コンP火 災というの

はどういう火災なのかなというのがあるわけです
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が, このグラフでは出しておかなかったんですが,

こういう火災原因別に統計を眺めて見ますと,増

えている原因と減っている原因があるんです。

実は火災原因というのは,大 部分のものは減っ

てお りまして増えているのは二つしかないんです。

一つは 「放火または放火の疑い」というもの■

もう一つは 「コンロ火災Jで す。そ うして他の原

因は減っているんです。これは去年とくらべると

増えた り,減 った りしていますが,た とえば 5年

ぐらいのタームで取ってみますと明らかに減って

いるんです。

たとえャ式 この中でコンPの 次は,た ばこにな

っていますが,た ばこの火災なんかは,最 近の10

年間は,ず っと減ってきていますね。消防関係者

は,あ まり 「減った,減 った……Jと 言わないん

ですが減っているんです。それは最近, たばこを

吸 う人が少なくなってきたということが効いてい

るんじゃないかと思っているんです。

それから3番 目に風呂かまどと書いてあります

が,風 呂かまども減っているんです。 これは皆様

方,す ぐ分かると思いますが,空 焚き防止装置付

きの風呂かまどがどんどん普及してきているとか,

あるいは給湯式の風呂,特 にマンションなんかは,

だいたい, そういうようになって いるわけですが,

そういうものが増えますと当然,風 呂かまどで空

焚きして火事になるという例が減って くるわけで

すね。そういうものが, ずっとス トックで効いて

くると長い目で見ていると, どんどん減るわけで

す。

またス トーブなども, まず耐震自動消火装置付

きのス トーブというのが世の中に出てまい りまし

て,最 近は温風ヒーターとか, ファンヒーターと

かといったものが, だんだん増えてきますと,火

災にしようと思っても,な かなか火災にならなく

なって くるわけですね。

また火遊びなども,だ んだん子供が管理されて

きてお りますの■ 減って くるということになり

ますと,結 局,増 えているのはコンロと放火なん

です。

コンP火 災が, なぜ, こんなに増えるかと言い

ますと, コンロ火災の80パーセントは天がら油火

災なんです。天がら油火災が, なぜ増えるかと言

いますと, これは皆さんが天がらを食べるように

なったというわけでもないんですが,揚 げ物をす

るようになったんです。なd皆 ,揚 げ物をする

ようになったかと言いますと冷凍食品が増えたか

らです。

昔は揚げ物をするとか,天 がらを揚げるとか,

フライにするとかというと,か な りの一大イベン

トでございまして,夕 飯時 しかやらなかったし,

そう毎日やるわけではない。 ところが最近は, そ

ういうものを全部スーパーで売ってお りまして冷

凍庫に入れておいて出してきてやるものですから,

朝から晩まで揚げ物をしているわけですね。

そうして夕飯の時には,揚 げ物をしていてもそ

んなに邪匿が入らないんですが,朝 とか昼ですと

電話が,か かってきた り,い ろいろしますので邪

魔者が入るんですね。ちょっと邪魔者が入 ります

と忘れてしまって火災になってしまうというパタ

ーンがあ りまして, とにか くコンロ火災というも

のが中で激増しているんです。冷静に, この火災

原因を分析 しますと,要 するに一つはコンロ火災

を防げばいいんです。放火のほ うは, ちょっと,

なかなか防 ぐのは難しいわけですがコンロ火災を

防げば, あとは, 良い設備を使ったもののス トッ

クが増えれば, おのずと出火率が減っていくとい

うように私は考えております。

天パら油火災は,完 全に防 ぐのはなかなか難し

いんです。我が家だって,ひ ょつとしたら,火 災

になってしまうかもしれない。

それは調理 している時に,「 天がらを揚げてい

る時に離れないでください」というのは,だ いた

い守っているわけですが,忘 れてしまう時がある

んです。たとえばゴミを出さなくてはいけない。

「ゴミは何時頃 くるかな」と心配 しているときに

電話がかかってきて,す ぐ出るつもりでいたらゴ

ミ屋さんの音がした。そこに子供が泣き出した,

というようなことで,三 つ ぐらいかさなりますと

天がらのことを忘れてしまうことが, かな りの確

率であるんです。それは我が家でもあ り得るわけ

です。

私も, こうもヽう立場にありますと, そういうこ

とで我が家で火事を出すわけにはいかないもので

すから, いろいろ工夫はしているんです。それは,
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天がら油火災が出ないようなコンロとい うのがあ

りまして, そういうのを使っているわ1/1です。

それは, どういうのかと言いますと,天 がら油

でも,何 でもいいんですが鍋の底に温度センサー

が当たるようになっていまして,温 度センサーが

温度を計 るわけで, たとえば 180度 ぐらいが揚げ

物に, ちょうどいい温度としますと, 180度 のと

ころにセッティングしておきますと,そ の 180度

を超えると勝手に火を小さくするんです。 180度

から下がって くると, またついた り,ず っと 180

度になるように調節するようなヨンロがあるんで

す。

そういうのを使っていますと大丈夫なんじゃな

いかなと思っているんですが, これで,火 災がか

な り減るはずですが, ちょっと高いんですね。 5

万円を, ちょっと越えますので誰にでもお勧めで

きるわけではございませんが,た とえば, そうい

うものを使 うとかというのがあろうかと思います。

それから③のグラフを見ていただきますと, こ

れは昭和42年から昭和57年までの火災による死

者を累計したものです。

これを見ますと一般住宅,一 戸建て住宅 と考え

ていいんですが,そ の火災で 16年間で1万 1,525

人の方が亡 くなっているんです。共同住宅では,

2,021人の方が亡 くなっているんです。 あと併用

住宅を足 しまして住宅合計で 1万 6,373人,80パ
ーセント強の方が住宅系の建物の火災で亡 くなっ

ているんですね。

その次が工場,作 業場で 508人。その次が旅館,

ホテルという順番になっています。工場,作 業場

で火事が出るというのは,実 はわ りと日常茶飯事

なん■ それで一人,二 人死ぬのも比較的多いも

のですから,新 聞に, あまり出ない。だから印象

に残らないんですが,か な りの人が火災で亡 くな

っているんです。

それから倉庫,納 屋というのがあ りますが, こ

れは, なんでこういうところにあるかと言います

と, この中で自殺する人がいまして,そ れが統計

上入ってしまうということです。

これを見ていただきますと,住 宅が一番で共同

住宅も馬鹿にならない数字を示 している。

それ じゃ住宅が,い ちばん世の中で危険な建物

なのかと言いますと,そんなことはないはずだと。

これは住宅の火災が多いせいだろうと思 うだろう

と思いますが,本 当にそうなのかなというのを調

③ 建物用途別に見た昭和42年から57年までの火災による死者数

(人)|

住宅
合計

注1)昭和54～57年の死者数には放火白殺者を含まない。
2)こ の用途については、年によって分類上「その他」に含まれている場合がある。
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べたのが次の①のグラフでございまして, これは

火災が 1∞件発生したときに何人の人が死ぬかと

い うことをグラフで表 したものでして,年 ごとに

(人/ 1 0 0件)

11.7

① 建物用途別に見た火災100件当たり死者数

注1)デ ータに一部でも欠落がある年については図に表わ
していない。

2)昭和54～57年の死者数には、放火白殺者を含まない。

放火自殺者を含む数年は( )内に掲げている。

お 辞Qギ

しますと, ちょっとバラつきが多くなるものです

から3, 4年 ごとに平均しているんです。
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前頁のほ うに凡例があ りますが, 白い棒が昭和

億 年から45年間の 3年 間の平均であ ります。そ

れから点々が 46年から49年,そ れから斜線が 50

年から53年,網 が 54年から57年 ですが, 54年

からは放火, 自殺者を含むのと含まないのと分け

られるようになっておりますので, これを分けて

います。これを頭にいれていただきましてこのグ

ラフを左Rllから見ていきますと, いちばん火災の

死者の発生率が高いのは用途的に見ると病院,診

療所だということが分か りますね。

病院,診 療所とい うのは昭和 43年から45年 当

時は火災が llXl件発生すると11.7人の人が死んで

しまったということです。 ところが次の 4年間で

は平均しますと55人 にな りまして,次 は 54人

になって, 54年から57年 では放火, 自殺者を入

れないと 16人 ,入 れても1.8人と,ず いぶん減

って来ているんです。

これは要するに全体としての火災の死者の発生

率が減ってきた,病 院も,か なり安全になってき

たんだというように見るんだろうと思 うんです。

旅館, ホテルが次ぎでありまして, これは 電,

45年当時は 98人 。それが 93人 にな り, 4.4人

にな りということで54年から57年だけが 7.0と

いうように, ちょつと増えていますが,こ れは 55

年に川治プ リンスホテルの火災,そ れから57年に

ホテルニュージャパンの火災がありまして,か な

り大量に亡 くなったものですから, こういう数字

になったんです。

逆に言えば, その分を足 しても,昭和43年 から

も にくらべ,ず っと安全だというように言 うこと

ができるのかも知れません。

その次ぎは住宅です。住宅だけは 55人 , 57

人, 60人 というようにジリジリ増えていまして,

最後の54年から57年 までが 64人 。住宅だけは

火災が 100回発生すると5人 から6人 ぐらいで,

ジリジリ増えているとい うのが住宅の特徴なんで

す。住宅の数が非常に多いものですから, いちば

ん右側のほ うに全建物の平均というのがあ ります

が, これもジリジリと火災 100件当た りの死者数

が増えているというデータになっています。 これ

は住宅が悪 くしているん■ 他のものは良 くなっ

ているんです。

4番 目のところに福祉保健施設というのがあり

ますが, これはデータが少ないんですが,火 災が

あったときは悪いですね。 46人 です。

その右allに飲食店 とか神社とか物販店舗とかが

ありますが,昔 はともか くとしまして,最 近の昭

和50年以降は,こ ういう用途の建物では火災がllXl

件発生 した時に一人死なないというのが実態です。

一人以上死んでいるのは, この 4つ で病院,診 療

所,旅 館 ・ホテル,住 宅,福 祉保健施設です。 こ

の 4つ の共通点は何かと言いますと,夜 間就寝施

設です。 このような施設は火災が 100件発生 した

とき死者の発生率が高いというように言えるわけ

です。

その下のほ うは建物用途別に見た焼損面積 1万

ポ当た りの死者数■ たいして燃えていないのに

死んでしまうのが多い建物 というのがあるかも知

れないというので調べてみたんですが,住 宅の場

合は他の建物よりも,た いして燃えていないのに

人が死んでしまうという率が高いとい うことが分

かると思います。

それから,住 宅については,焼 損面積当た りの

死者の発生率というのが, どんどん大きくなって

いるということですね。このへんは, なぜでしょ

うかということですが, 皆さん方は, す ぐに 「煙

だな」 と思われるだろうと思います。煙で人が死

ぬようになる理由とい うのは, これも,大 体想像

がつきまして,「 なるほど,密 閉性が高 くなった

んだな。アル ミサッシが増えているし,火 災にな

つたときに密閉性が高 くなれば, きっと不完全燃

焼を起こして一酸化炭素がた くさん出るんじゃな

いか。だから, ちょっとしか燃えないのに,た く

さん人が死んでしまうんじゃなかろうか」という

のが一つですね。

それから, もう一つは 「化学製品をた くさん使

うようになったせいじゃなかろうか。 ビニールと

か, ポリエチレンとかといったものを燃やすと,

ものすごい煙が出まして変な匂いがする, どうも

危険そうな感 じがする。ああいうものが, どんど

ん使われるようになったん4 きっと, ちょっと

しか燃えないのに,た くさん死んでしまうんじゃ

ないかな」 と思 うわけですね。

ところが統計を見てみますと違 うんですね。次
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じ

の①のグラフを見ていただきますと, そうなって

いないわけですが, なぜでしょう。①のグラフは,

「放火自殺者を除く火災による死者数の死因別の

推移Jと いうことでして 43年から硝年にわたっ

て取っているんですが,点 々のほうが焼死者であ

りまして,実 線のほうが一酸化炭素中毒又は窒息

による死者数です。

①発益昂冴寵揚臀交姑製
〔
あ誓署雛っぃ。

る死者数であ りまして,等 とい うのは入っていな

いんです。

火災による死者の死因というのは,検 証してお

医者さんが書 くんですが,そ の時に一酸化炭素中

毒と窒息死しか調べてないんです。それ以外の毒

物によって動けなくなって死んでしまったという

のは分からないものですから,火 焼による死者数

に入ってしまっているんですね。

物火災における一酸化
炭素中毒 ・窒定、による死者数

346X~″

一酸化炭素中毒 ・

窒鳥、による死者数

7   48   49   50   51

焼死のほ うは 電 年から48年 ぐらいまでは, ぐ

っと上が りまして, そのあとはヨヨばいか, ちょ

っと減 りぎみになっています。

一酸化炭素中毒,窒 息による死者数というのは,

44年がピークで,そ のあとは,ジ リジリ下がって

きています。 46年 と47年の間で交差 しまして,

もともとは煙による死者数のほうが多かったのに

最近では焼死者のほ うが多いということになって

お りまして,推 測と全 く逆転しているんですね。

これは, なぜでしょうか。これは専門家の間でも,

よく分からないんですが, この間,わ かったよう

な気がしたんです。それは,国 会の質問がござい

まして, そこで言っていたのを聞いていまして,

ひょっとしたらそ うかも知れないと思ったんです

が,一 酸化炭素中毒 ・窒息による死者数というの

は, これは文字 どお リー酸化炭素中毒 ・窒息によ

それで 40年から48年 ぐらいの間に化学製品を

使 う率が急増 しまして,火 災になると,妙 な化合

物が発生して, その毒性で動けなくなって倒れて

いるところに, あとから焼かれてしまったという

ものが,皆 ,火 焼による死者数のほうに数えられ

るようになったんじゃなかろうか。

そうしますと訳が分かるんですね。つまり,そ

ういう現象が40年代に起こるようになったんです

が,表 面上は焼死が多 くなって煙による死者のほ

うが少なくなったというように見えるのではなか

ろうか。そ ういうように考えると,だ いたい符号

するんですね。

ただ,最 近 10年ぐらいは,ず つと安定 していま

すので, そんなに変な物が最近急激にた くさん使

われるようになったというようには考えなくても

すみそうだなと考えております。
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それから,次 ぎに②のグラフを, ちょっと見て

ください。

全国の表ではなく東京消防庁の表でございます

が, この表は, なかなか役に立つんです。 これは

共同住宅で昭和61年に東京消防庁管内でおこった

火災は 1,147件ございます。この1,147件の出火原

因を縦に並べまして,横 に出火箇所を並べたんで

す。

これを見ますと,た とえば計のところで縦に見

ていきます と1,147件のうちで, 東京消防庁管内

で共同住宅の出火原因として多いのは放火■ こ

れが 320件■ 次がたばこで 247件で,次 がガス

コンPで 204件 となっているわけです。

⑫ 共同住宅の出火箇所別出火原因

たばこは, どこで火事になることが多いかとい

うのを横に見ます と247件の うち, 208件は居室

■ 押し入れというのが 5件 あるんです。あとは

リビングダイエングキッチンで 4件 とか,台 所で

8件 とか,便 所が 1件 とか, ダクトが意外に手ご

わいなというのが分か ります,ダクト6件 ですね。

物置,廃 品置き場 とか,意 外なところで火災が起

きているということがわかると思います。それか

らガスコンロ204件を見ていただきますと, 204

件の中, 117件が台所で74件が リビングダイニン

グキッチンで厨房 ということですね。意外なのは

居室で,12件 ぐらい火災になっています。見ると

生活が, 良く分かって くるという感 じになると思

(昭和61年・東京消防庁)

出 火 原 因
十

箇 所出 火

胃

室 入
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ビ

ン
グ

キ

ッ
チ

ン

ダ
イ

エ
ン
グ
キ

ッ
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ン 所

玄

関

ホ
　
　
ー

　
　
ル

廊

下

便

所

些
】

段

踊

　

り

　

場

風

呂

場

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

ダ
　
　
ク
　
　
ト

車

庫

物

置

廃

品

置

場

外

　

周

　

部

そ

　

の

　

他

計 1,147 1 12 17

調

理

器

具

電 気 こ ん ろ 3

ガ ス こ ん ろ 1

ガ ス レ ン ジ 5

石 油 こ ん ろ 1 1

暖
　
一房

器

　

具

電気ス トーブ 1 〕

ガスス トーブ 2

石油ス トーブ 3 1 1 1

電 気 こ た つ 5 5

石油77ン ヒーター 3 3

電 気 火 鉢 1 1

お、 ろ が  ま 1

ろ う そ く 2 2 1 1

ゴた 247 208 4 8 1 1 6 8

マ チ 8 6

消したはずのよとん 1 1 2 1 1 1 1

コ   ー    ド 12 1 1

電 気 ア イ ロ ン 4 4

放 火 2 4 1 8 8 2 1

火  遊  び 1 ] 1 1 3 1 1 1 1

そ  の  他 1 1 1 1 1 1 1
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し

ラ

います。
一番手ごわいのは放火です。

放火は 320件 ございまして, いろんなところに

分散 してしまって居室 もありますが,廊 下とか,

玄関とか,階 段とか,だ いたい人の目のない所に

放火されます。

こういうのを, じっと見ていますと逆に, どう

いうように対策すればいいのかなというのが分か

ってこようかと思います。

火災統計関係を, じっと, こういう感 じで見て

いますと, なかなか飽きないんですが,だ いたい

感 じは分かっていただけたと思いますので,次 の

共同住宅の法制のほ うをお話 したいと思います。

共同住宅の防火管理

共同住宅の防火管理 というのが 2番 目のタイ ト

ルでございまして, お分か りと思いますが,防 火

管理義務というのが消防法の 8条 で生 じて くるん

です。

消 防 法

〔防火管理〕

第 8条  学校,病 院,工 場,事 業場,興 行場,百

貨店 (これに準ずるものとして政令で定める大

規模な小売店舗を含む。以下同じ。),複合用途

防火対象物 (防火対象物で政令で定める2以 上

の用途に供 されるものをいう。以下同じ。)そ

の他多数の者が出入 し,勤 務 し,又 は居住する

防火対象物で政令で定めるものの管理について

権原を有する者は,政 令で定める資格を有する

者のうちから防火管理者を定め, 当該防火対象

物につて消防計画の作成,当 該消防計画に基づ

く消火,通 報及び避難の訓練の実施,消 防の用

に供する設備,消 防用水又は消火活動上必要な

施設の点検及び整備,火 気の使用又は取扱いに

関する監督,避 難又は防火上必要な構造及び設

備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火

管理上必要な業務を行なわせなければならなし、

(Olpl働レ)

② 前項の権原を有する者は,同 項の規定により

防火管理者を定めたときは,遅 滞なくその旨を

所轄消防長又は消防署長に届け出なければなら

ない。これを解任したときも, 同様とする。171

a

第 17条 学校,病 院,工 場,事 業場,興 行場,百

貨店,旅 館,飲 食店,地 下街,複 合用途防火対

象物その他の防火対象物で政令で定めるものの

関係者は,政 令で定める技術上の基準に従って,

政令で定める消防の用に供する設備,消 防用水

及び消火活動上必要な施設 (以下 「消防用設備

等Jと いう。)を 設置 し,及 び維持 しなければ

ならない。1 7 1 ク)

〔消防用設備等についての点検及び報告〕

第 17条の 3の 3第 17条第 1項の防火対象物 (政

令で定めるものを除 く。)の 関係者は,当 該防

火対象物における消防用設備等について, 自治

省令で定めるところにより,定 期に, 当該防火

対象物のうち政令で定めるものにあっては消防

設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣

が認める資格を有する者に点検させ,そ の他の

ものにあっては自ら点検 し,そ の結果を消防長

又は消防署長に報告しなければならない。レ)

消 防 法 施 行 令

(防火管理者の資格)

第 3条  法第 8条 第 1項 の政令で定める資格を有

する者は,次 の各号に掲げる防火対象物の区分

に応じ,当 該各号に定める者で, 当該防火対象

物において防火管理上必要む業務を適切に遂行

することができる管理的又は監督的な地位にあ

るものとする。9像 )
一 第 1条 の 2第 3項 に規定する防火対象物以

外のもの (以下この条において 「甲種防火対

象物」という。)次 のいずれかに該当する者

“)像)

イ.消 防本部及び消防署を置 く市町村の消防

長その他自治大臣の指定する機関が行 う甲

種防火対象物の防火管理に関する講習 (第

3項 において 「甲種防火管理講習Jという∂

の課程を修了した者

二 第 1条 の 2第 3項 に規定する防火対象物で,

延べ面積が,別 表第 1(1)項から(4)項ま■ (5)

項イ,(6)項,(9)項イ,位6項 イ及び (16の 2)

項に掲げる防火対象物にあつては31Xl m2未満,

その他の対象物にあつては 5tXl m2未満のもの
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(以下この号において 「乙種防火対象物Jと

いう。)次 のいずれかに該当する者 像)

イ.消 防本部及び消防署を置 く市町村の消防

長その他自治大臣の指定する機関が行 う乙

種防火対象物の防火管理に関する講習 (第

3項 において 「乙種防火管理講習Jという。)

の課程を修了した者

口.前 号イから二までに掲げる者

(防火管理者の責務)

第 4条  防火管理者は,防 火管理上必要な業務を

行 うときは,必 要に応 じて当該防火対象/72の管

理について権原を有する者の指示を求め,誠 実

にその職務を遂行 しなければならない。1710

2 防火管理者は,消 防の用に供する設備,消 防

用水若 しくは消火活動上必要な施設の点検及び

整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監

督を行 うときは,火 元責任者その他の防火管理

の業務に従事する者に対し,必 要な指示を与え

なければならない。lt9

3 防火管理者は, 自治省令で定めるところによ

り,消 防計画を作成 し, これに基づいて消火,

通報及び避難の訓練を定期的に実施 しなければ

ならない。の 1/1

法 8条 には, どういうことが書いてあるかと言

いますと,要 するに多数の人が勤務した り,居 住

した り,出 入 りした りする所の管理について権原

を有する者は防火管理者を定めて消防計画を作っ

て,そ れに基づいて訓練 とか,設 備の維持管理 と

かということをしな くてはいけないとい うように

書いてあるわけです。

これを公営住宅にあてはめてみますと,公 営住

宅について権原を有 している人は,政 令で定める

資格を有する人のうちから防火管理者というのを

定めな くてはいけない。防火管理者を定めて消防

計画を作って, それに基づいて訓練 とか,消 防設

備の維持管理をしなくてはいけないんだというよ

うに消防法の 8条 で定められているというような

ことですね。

そんなことは分かっているということだろうと

思いますが, この場合,管 理について権原を有す

る人とい うのは誰かというのがあるわけですね。

マンションの場合 と公営住宅の場合とは,だ い

が違 うんですね。 「管理について権原を有する人」

というのは防火に関する管理について権原を有す

る人ということですから,公 営住宅の場合を考え

てみますと,た とえば公営住宅一戸について,大

部分について権原を有しているのは, たがん住戸

の中の人ですね。 しかし持ち主はというと市であ

った り県であった りするわけでありまして,そ こ

に設備をつけるのは誰かというと,消 防設備のよ

うなものをつけるのであれば, これは県だった り

市だった りするわけでしょうね。

それから, そういう付けた設備について維持管

理の義務を負 うのは誰かというと,や は り付けた

人なんでしょうね。 というようなことを考えます

と, たがん公営住宅の場合には中に住んでいる人

より,市 や県が管理について権原を有していると

いうように理解できると思います。

マンションの場合は, とくに分譲マンションな

んかの場合には誰が管理権原をもっているのかと

いうと, なかなか大変でありまして,権 原が分割

している上に管理組合があった り自治会があった

りして難かしくなって くるわけですね。

しかし,公 営住宅の場合は害Jりと簡単で, その

半は市や県だということになるだろうと思いま曳

次ぎに防火管理者を定めなくてはいけないとい

うふ うになっているわけですが,防 火管理者はど

ういう人でな くてはいけないのかと, うヽようなこ

とが,消 防法の施行令で決まってお りまして,消

防法施行令の 3条 のところに 「法 8条 第 1項 の政

令で定める資格を有する者は次の各号に掲げる防

火対象物の区分に応 じ,当 該各号に定めるもので

当該防火対象物において防火管理上必要な業務を

適切に遂行することができる管理的または監督的

な地位にある者とするJと 。

要するに区分がありまして, 1番 のほ うは甲種

防火対象物と言って共同住宅ですと5∞ 平方メー

トル以上のものですね。だから公営の共同住宅と

いえば 1号 のほ うだと考えればいいと思いますが,

抑0平 方メー トル以上の共同住宅については甲種

防火管理講習の課程を終了した者であって,防 火

管理上必要な業務を適切に遂行することができる
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管理的または監督的な地位にある人といっている

わけですね。

資格のほ うは消防機関のほ うが 2日 間の講習と

いうのをやっていまして,皆 様方の中には持って

いらっしゃる方も, けっこうもヽらっしゃるんじゃ

ないかと思いますが,資 格を取るのは 2日 間の講

習に出るのが大変だといえば大変なんですが,や

って取れないことはない。

問題は,防 火管理上必要な業務を適切に遂行す

ることができる管理的または監督的な地位にある

かどうかとヽヽうことです。

公営住宅の場合には, これは割と単純なのかも

知れませんね。中に入っている人が変なことをや

ったら 「あなたは違反 していますから出て下さいJ

というように, す ぐい くかどうか分かりませんが,

ゃってできないことはないはずですね。

マンションなんかの場合は, なかなか, そうは

いかないわけですね。たとえば, ガソリンをたく

さん部屋の中に持ち込んでいるとかというような

ことをしていた時に,多 分,公 営住宅であれば管

理する人が行って 「危ないから止めて下さい。や

めないのなら出て行ってもらいますJと 言 うこと

が,た がんできるんでしょう。

ところがマンションの場合は, そうはいかない

わけで, そういうときは警察とか消防まで話がい

くということにな りましょうが。そういうことで

非常に,や やつこしいわけですね。

公営の共同住宅の場合には比較的単純なのかも

知れません。

次に誰を防火管理者として選ぶかという問題が

あるわけですが,公 営の共同住宅の場合には皆様

方が選ばれている可能性が高いですね。

消防法施行令第 4条 というのがあ りまして防火

管理者の責務というのが定められていますが, そ

うな りますと,火 事が起きた時に責任はどうなん

だろうかという話になるわけですね。

公営住宅の場合は,県 や市の住宅課長や管財課

長等が管理について権原を有する人になるわけで

すが, その人が公営住宅の防火管理者を決めます。

防火管理者として決められてしまったら,そ の防

火管理者は消防計画を作った り, それに基づいて

訓練などをやらな くてはいけないわけですから,

やらないでいて,あ るいは十分でなくて火事が起

きて人が死んでしまったというときに防火管理者

になった人は防火管理責任を問われるかどうかと

いう話になるんですね。

それは,実 は消防法上,か な り大きな問題でご

ざいまして, だいが議論 もしたわけですが,結 論

は,マ ンションな り共同住宅なりは,防 火管理に

ついては特殊なケースだということですね。まず

管理権原が,か な り別れてしまっている場合が多

く,た とえ防火管理者になったからといつて, あ

るいは管理権原者だからといって,個 人の住宅の

中に簡単に入って行けるものではない。

そういう者が消防法上,防 火管理をやらなくて

はいけない。であるとすれば, それは,「 それな

りのJ防 火管理をすればいい。 「それな りの防火

管理」をするのであれば,「 それな りのJ防 火管

理責任 しかないという結論です。

したがって,た とえば避難路となっているベラ

ンダに物置を置いて しまう。火事になって,隣 の

人がそこから逃げようと思ったら,そ こがぶさが

れていて焼け死んでしまったというケースの時に,

どうなるかということです。たがん消防法上問題

になる場合と, ならない場合とあ りましょう。住

民が隣の人の行為が問題だとして,物 置をどける

ように言ってほしいと,皆 さん方のところに来た

としますね。これを黙殺 した場合,隣 の人に 「ど

l―lて下さい」と言ったのにどけなかったという場

合, または,そ ういう訴えもなかったので知らな

かったという場合などいろいろあるわけですね。

黙殺 した り, あるいは, やつたけど駄 目だった

の■ そのままと言 うと,法 律上何か問われるか

も知れませんね。それは防火管理上,危 ないこと

がぁって,そ れが分かっていて指摘 したのに, う

まくいかなかったという場合ですから,防 火管理

責任を果たしていない, ということになるでしょ

う。

しかし,防 火管理者になったからと言って,団

地内や共同住宅をしょっちゆう見て歩いて, ある

いは家の中に入って行って 「天がら油の使い方が

悪いJと かというようなことまで言わないといけ

ないかというと,そ うではないだろうというのが

自治省消防庁で検討 した結果なんです。
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ところが,幸 か不幸か共同住宅でそういうこと

が問題になったヶ―スや判例は私が知る限 りでは

ありません。

共同住宅については,常 識の範囲■ あるいは

立法論的に見て,「 それな りの防火管理 とそれな

りの防火管理責任Jと いうのが,一 応,統 一の見

解になっているわけです。

その時の,「それなりJの 防火管理でいいという

大前提は,共 同住宅 とい うのは火災に関 してはセ

パレー トされているということなんです。つまり,
一戸燃えた時に他の隣戸 とか,上 階だとかに,や

たらに延焼 していくものではないといぅことが前

提になっているとい うことです。火災が起きたと

きに, 火や煙がどんどん拡大 してしまうような共

同住宅というのは作ろうと思えば作れるんですね。

アメリカには, そういうのがあるようですね。

たぶん日本の耐火構造の共同住宅で一回火災が

起きまして 10人,い っぺんに死んだら大ニュース

になるだろうと思いますが, アメリカの場合は,

何年かに一回 ぐらいの害J合で10数人死んでいる共

同住宅の火災があるんですね。

なぜかと言いますと,結 局,中 廊下式のような

もの, あるいはオープンになっていない階段室型

のものとか, そういうタイプの造 り方が多いから

ですね。そういうところで火災が起きますと, 結

局, ホテルで火災が起きたのと同じようなことに

な りまして失敗すると10人, 15人のオーダーで

死んでしまうんですね。

日本がアメリカのような形の共同住宅になって

いないのは,一 つは気候風土があると思いますが,

意識的にそ ういうように造ったんですね。それが

共同住宅の特例基準という制度です。

共同住宅の特例基準についてお話しする前に消

防法の17条の話をしたほうがいいかも知れません。

消防法では共同住宅については一定の消防設備

をつけな くてはいけないことになっています。

この一定の消防設備というのは, どういうもの

かと言いますと表の寄宿舎 ・下宿 ・共同住宅に一

覧表を上のほ うから見ますとまず, 消火器ですね。

共同住宅で 150平方メー トル以上あれば消火器が

いります。それから7∞ 平方メー トル以上あれば

屋内消火栓がい ります。 これは耐火構造ですと通

常 1,400ぱになるんですが,1,400ポ以上の共同住

宅であれば屋内消火栓がいります。

それから11階以上であればスプリンクラーがい

ります。それから避難器具ですが, 2階 以上で収

容人員が 30人以上だったら避難器具がい りますと

か, 自動火災報知設備は延べ面積 500平方メー ト

ル以上だったらいりますとか,誘 導灯は11階以上

の階にはいりますとか,連 結送水管だと7階 以上

はいるとか, いろいろ決まっているんです。

通常の共同住宅といわれるものは,大 体, この

面積をオーバーしていますから, こういう消防設

備を本当は皆,つ けなくてはいけないんだという

ことになるわけですね。

消防法が, こういうように書いてありますのは,

建築基準法で許されるギ リギ リの形の共同住宅を

つくった場合には, これだけのものがいりますよ

というように書いてあるわけです。

建築基準法で許されるギ リギ リの形の共同住宅

というのは, どういうものができるかと言います

と,典 型的なものはホテルニュージャパンですね。

ホテルニュージャパンは当初は共同住宅 として設

計されたんです,昭 和34年ですが。そ うして共同

住宅として造られ始めたところ■ ちょっと設計

変更しただけでホテルにしてしまったわけです。

ですから基本的な形は, あの当時の共同住宅の概

念 そのままなんです。

まさに, ああいうものが建築基準法を全部クリ

アした上で共同住宅 としてでき得るんです。でき

得るのであれ成 それに対応できるだけの消防設

備を付けなくてはいけないということで, この消

防法の設備規定が決まっているんです。

ところが共同住宅の形は, ホテルニュージャパ

ンのような恰好だけ じゃないんですね。皆さん方

が管理されている公営住宅, あるいは公団住宅み

たいな形のもので日本人は大体,満 足するわけで

すし,む しろ公団住宅のような形のほ うが住みい

いと思 うかもしれないんですね。

公団住宅のよな形のものというのは, どういう

ものかといいますと, まず一戸一戸のセパレーシ

ョンが非常に強固であるというのが一つです。そ

れからベランダがついている。それから廊下とか

階段の部分がオープンにできるということですね。

-22-



寄宿舎 ・下宿 ・共同住宅

項 目 条 内 容

防 火 管 理 者 今 1 の 2 収容人員  50人 l‐7_L

収 容 人 員 算 定法 規 則 1 居住 者 の数

防 炎 防 火 対 象物 法 8 の 3 高層建築物

消 火 器 令 1 0

般 延べ面積 150ポ 以上

は

階鰊拘
無
以

階
階

地
３

床 面積   50ポ 以上

「準  危 」等
。法別表の数量1/5以 上の 「危」
・別表第2の数量以上の 「準危J;。 別表第3の数量以上の 「特燃J

屋 内 消 火 栓 設備 合 1 1

般 延 べ面積  700f以 上

地 陪 ・無窓階 スは

4 階 以 上 の 階
床面積  150ぱ 以上

準 危 J 等
・別表第 2の数量の750倍 以上の 「準危」(1,2,5類 )
・別表第 3の数量の750倍 以上の 「特燃J

スノ リンク ラー設備 令 12

陪数 11以上 のもの 11階 以 上の階                    (注
-2)

「準  危 J 争
・別表第 2の数量の 1000倍以上の 「準危J(1,2,5類 )
・別表第 3の教昌の1000倍以 上の 「特燃 !

水 噴 霧 消 火 設 備

泡 消 火 設 備

二酸化炭素rrl火設備

ノWデン代ヒ物消火設備

粉 末 Y H l 火設 備

令 1 3

令 1 4

合 1 5

今 1 6

令 1 7

合 1 8

屋 上 部 分 回転翼航空機 ・垂直離着陸航空機の発着場 (泡 ・粉末 )

理
分

修
Ｂ

の
立
ロ

車
備

動自
整

床面積 十階

°2階l k■の陪
銘 8拝按士

(泡 ・二囲 ヒウ ロヽグン・粉末 )

駐  車   場 床面積
菖堕    鞘 拝按士

( 水噴 ・泡 , 二閉 ヒウ ロ`グン ・粉末 )

機械装置駐車   収容台数 10台以上

発電機 ・変圧器等
電 気 設 備

床面積  200f以 上 (二酸化 ・ハ ログ/・ 粉末 )

一
等停

〓
ボ
燥

造場 ．
・乾

鍛
宝

床 面積   200ポ 以上 (二 酸化 ・ハ ログン ・粉 末 )

通 信 機 器 室 床面積   500ぱ 以 L(二 酸化 ・ハ ログ /・ 粉 末 )

「準  危 J 等

別末第 2の数量      1,2類 (水噴 ・泡 )

の1000倍以 11の「準危J   4類 (水噴 ・泡 ・二酸化 ・ハ。グン・粉末)

5類 (水噴 )

烈然緒晶?笑暑?サ鍔1係者|を'署鶴転ごぁ全顔化午
ら類・ゴム類

!容縁を櫓
昼・木〈ず1茶駆 1翰 中父モ野 転宗5効

屋 外 消 火 栓 設備 令 1 9

1・2陪 床面積合計 lll 火 ,0000ポ 以上

留の昭1鞘8拝按七     (注-3)

動力消防ボング設備 今20 屋内 ・屋外消火栓設備設置対象物

消 防 用 水 令 27

・敷地面積 20000ポ 以上で, 1・

●高さ31mを 超えかつ4rぺ面積

2陪床雨債合計

25000ポ以上

火

耐
他の

耐
簡

そ

15000ポ以上
10000ポ以上
5000ぱ以上 ( 注 ― 3 )

漏 電 火 災 者 報器 令22

般 延 べ面積  150ぱ 以 上
(洋 )

契 約 電 流 容 量 50ア ンペ アを超 え る もの

消防機関へ通報する
火 災 報 知 設 備

合 23 般 延べ面積 1000汗 以上

非 常 警 報 設 備 令 2 4

等 収容人員 50人以上
地陪 ・無窓階で収容人員 20人以上

ベル年十放 送設備

収容人員 800人以 上

地階を除 く階数がH以 上のもの

地階の階数が3以 上の もの

ラ

し
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項 条 内 容

避 難 器 具 令 25

2 階 以 上 の陪 ・

地 階
収容人員30人以上 (頑

唇次鍛 ま生 タ
イ'° イ'° '0項 が存するもの

3 階 以 上 の 階 避難階又は地上に直通する階段が1の階 収容人員 10人 以上

令

般 延ぺ面積 500ポ 以上

地階 ・無窓階スは
3 階 以 上 の 階 床面積  300ポ 以上

「準  危 」 等 :,1褒窪:8錬昌8:88層鑓8晩燃
自動 火災報 知 設 備 駐 車 場 部 分 地陪 ・2階 以上の陪 床面積 200ぱ 以上

煙 感 知 器

勲 居 部 谷
階数11以上 のもの 11階 以上 の階

(規 貝り)

階 段 等 増電i論戦_ど昂名英吊乞簾 降路・リネ/シュート・パイノダクト・

廊 下 ・ 通 路 全   部

災

僚

火れ

設

漏

報

スガ
警 合 2 1の 2

誘 導 令 2 6

避 難 口 地階 ・無窓階 ・11階 以上の部分

通 路 地階 ・無窓階 。11陪 以上 の部分

標 識 全  部

排 煙 設 備 牟)28

違 結 散 水 設 備 今 2 8の 2 地 陪 床画債の合計 700甘 以上

連 結 送 水 管 令 2 9 般
・地階を除 く階数が7以上
・地陪を除 く降数が5以上 で,延 べ面積 6000汗 以上

非常コンセン ト設備 令 29の 2 般 地階 を除 く降数 が 11以 上 の もの

無線通信補助 設備 令 29の 3

消 防 検 査 対 象物 令 3 5 延べ面積 300f以 上で消防長等が指定するもの

点検 ・報告対象物 令 3 6 延べ面積 1000ポ lALで 消防長特が指定するものは有資格者

注-1 主要構造部を耐火構造 とし,内 装制限 したものは 「3倍 J,主 要構造部を而1火構造 としたものスは簡易耐火建築物で
内装制限 したものは 「2倍 Jの 数値 とすることができる。

注 -2 規貝U第13条第 1項 で定める部分を除 く。
注-3 同一敷地内に2以上の建築物がある場合,相 互の外壁間の中心線からの水平距離か1階 3m以 下, 2階 5m以 下であ

る部分を有するものは床面積を合計する。ただし,屋 外7肖火栓設備にあっては,耐 火 ・衡易耐火建築物を除 く。
注-4 間柱若 しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄綱入 りの壁,根 太若 しくは下地 を不燃材料及び準

布然材料以外の材料で造 つた鉄網入りの床又は天丼,野 縁若 しくは下地を行然材料及び準不燃材料以外の材料で造 っ
た鉄純入 りの天丼を有するものに設置すること。

特例基準

寸定の条件 (共同住宅特例,昭 和 50年 5月 1日 消防安第 49号 ,昭 和 50 i々12月 13卜 消助安第 190',,油 防庁安全救を課
長通達 )を満足すれば,消 防用設備特の二部を設置 しないことができる。

そういうタイプの共同住宅を造れ成 火災が起   から,そ ういうことが決まったんですね。消防法

起きても延焼 しないようにできるんじゃなかろう   の施行令の32条というのがございまして,構 造的

か。 もし, そういうようにできるのなら必ずしも,   に見て防火上安全だと,廷 焼拡大もしに くいし避
こういう消防設備は全部はいらないだろう, とい   難 も,わ りと容易だという形の共同住宅にするの

うのが昭和35年当時に,消 防法でこういう規制が   であれば, こういう消防設備は全部はいらないよ,

決まった当時に考えられたんです。          とぃぅ仕組みを昭和35年からつくってしまったん

‐

昭和祈年 というのは,ど ういうことかと言いま

すと,公 営住宅や公団住宅● こういうタイプの

共同住宅が造られ始めたのが昭和30年代の初めの

頃だろうと思いますから,始 まって間 もないころ

です。

当時,黎 明期にあ りました日本の共同住宅は,

皆, それに合わせて造るようにな りましたから,

したがって今できているス トックを見ましても,

-2ィ ー



そ ういうものが非常に多いですね。今思っても,

非常にラッキーだつたと思います。

たまたま。そうでないものがあ ります。たとえ

ば超高級マンションのようなものですね。そうい

うものはスプリンクラーを付けても余 り負担にな

らないだろうし, ちやんと管理ができるだろうと

思いますので,そ れはそれで良いのでしょう。

さて, 日本の共同住宅のス トックがそういうよ

うになっている結果として, どういうことになる

かと言います と,維 持管理が非常に楽になったと

いうことだと思います。 もし,今 ,言 いましたよ

うな消防設備が全部ついていたとしますと,そ の

分の維持管理費 とい うのは非常に大変なことにな

し  ると思いますし,維 持管理が,そ もそもできるの

かということが問題になるわけですね。

消防法の17条3の 3の 消防設備についての点検

及び報告 とい うのがありまして, 6カ 月から1年

ごとに消防設備は点検 しな くてはいけない。そ う

して 1,側 平方 メー トル以上のものについては消

防設備士 というものに点検させて,維 持台帳に記

録 して 3年 ごとに消防長等に報告 しな くてはいけ

なもヽとい うようになっています。 6カ 月ごとに点

検義務があるのが誘導灯とか非常 コンセント設備

ですね。それから6カ 月ごとに外観点検,機 能点

検  1年 ごとに総合点検の必要があるものという

のは自火報 とか,ヲF常警報設備とか,連 結送水管

などとい うものがあ りまして,真 面目にやると相

＼  
当
鑑ど雪駆輪塁彊ど晨;あが,比較的,早め~ス``＼得]暑i告;8言をそ31暑骨]倍景8暑錘官

ついていろいろややっこしいことがな くな りまし

て,か な り簡単になっているとい うことになるん

だろうと思います。

それから共同住宅の特例基準を守ってお ります

と, とにかく共同住宅で火災が起きた時に, だい

たい一戸でおさまるということですね。
一戸でお

さまるのであれば, それな りの防火管理をすれば

いいんじゃないかと。

つまり,共 同住宅の特例基準に基づいて他所様

に迷惑をかけないように造ってある住宅につきま

しては簡単な防火管理でいいということになるわ

けです。

そうい うことも今までは,は っきり言ってきた

ことはな くて,ず っとあやふやなまま30年ぐらい

やっていたんですが,共 同住宅が非常に増えてま

いりまして,そ ういうあやふやなままだと困る,

法制上 も問題があるんじゃないかということこ

去年の今頃,消 防法の施行令の改正がございまし

て, その時に, いろいろ整理 したんですが,そ れ

を抜粋 したのが次のとおりです。

防火管理に関する消防法令の運用について (通知)

消防庁予防救急課長

消 防 予 第 1 3 号

昭和 62年 1月 24日

第 4 共同住宅等における防火管理に関する事項

防火対象物において実効ある防火管理を確保

するためには,当 該防火対象物の実態に応 じた

防火管理体制の整備及び消防計画の作成等が必

要とされるところであるが,共 同住宅等につい

ては,個 人住宅の集合体であ り,そ の構造によ

っては火災の延焼危険性が著しく少ないと認め

られるものがあることにかんがみ,「 共同住宅

等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に

ついて」 (昭和50年5月 1日付消防予第49号及

び昭和61年 12月5日付消防予第 170号)の 適用

を受ける共同住宅等における防火管理について

成 次によるものとすること。
一 防火管理者の選任にあたつては, 共同住宅

等の管理組合その他の管理組織における管理

業務の実施責任者,管 理人等のうちから,防

火管理上必要な業務を適切に遂行できる者を

共同選任することが望ましいこと。

なお,防 火管理者 (共同防火管理を要する

共同住宅等における統括防火管理者を除く。)

については,当 該防火管理業務の実情にかん

がみ,乙 種防火管理講習の受講者の中から選

任することとしても差し支えないものである

こと。

二 消防計画においては,火 気管理等主として

各居住者の責任において実施されるべき業務

を除き,(1)の防火管理者が実施すべき事項と
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して,共 同住宅等の全体にわたる消防用設備

等の点検及び整備,避 難通路等共用部分の維

持 ・管理,消 防機関との連絡等を中心に,当

該共同住宅等において防火管理上特に必要 と

認められる事項を定めることで足 りるものと

し, その内容について各居住者に周知徹底す

ること。

(3)共 同住宅等における消火,通 報及び避難の

訓練については,実 情に応 じて実施し,各 居

住者の防火意識を深めることが望ましいもの

であること。

これは 「防火管理に関する消防法令の運用につ

いて」 ということになってお りまして,これは62

年 1月 24日の消防庁予防救急課長通知ということ

でございますが,読 みますと,第 4としまして「共

同住宅等における防火管理に関する事項」とい う

こと■  「防火対象物において実効ある防火管理

を確保するためには,当 該防火対象物の実態に応

じた防火管理体制の整備及び消防計画の作成等が

必要とされるところであるが,共 同住宅等につい

ては個人住宅の集合体であ り,そ の構造によつて

は火災の延焼の危険性が著しく少ないと認められ

るものがあることに鑑み,共 同住宅等にかかる消

防用設備等の技術上の基準の特例についての適用

うける共同住宅等における防火管理については,

次によるものとすること」というようになってお

りまして,(1)としまして,「 防火管理者の選任に

あたっては共同住宅等の管理組合その他の管理組

織における管理業務の実施責任者,管 理人等の中

から防火管理上必要な業務を適切に遂行できる者

を共同選任することが望ましいこと。なお防火管

理者 (共同住宅等における統括防火管理者を除く)

については, 当該防火管理業務の実状に鑑み乙種

防火管理講習の受講者の中から選任することとし

ても差 し支えないものであること。J と言ってい

ます。

乙種防火管理者というのは共同住宅で言えば5011

平方メー トル未満の防火対象物の防火管理者なん

ですが, それは 1日 の講習でいいとなっています。

甲種防火管理者の場合は 2日 間の講習をするわ

けですが, マンションの管理組合の理事などの場

合は,業 務として行 くんだったら2日 間ぐらい,

どうとい うことがないかも知れませんが, プライ

ベー トで 2日 間も休んで講習を受けるというのは

なかなか大変 じゃないかということこ  もし, こ

ういう共同住宅が共同住宅の特例基準に適合する

ような防火上良い住宅であるというような場合に

は,甲 種防火管理者であるべきところなんですが

乙種防火管理者でいい。 1日,講 習を受ければ防

火管理者になれるよと言っているわけです。

それから(21は,「 消防計画においては火気管理

等,主 として各居住者の責任において実施される

べき業務を除き,(1)の防火管理者が実施すべき事

項として共同住宅等の全体にわたる消防用設備等

の点検及び整備,避 難通路等共用部分の維持管理,

消防機関との連絡等を中心に,当 該共同住宅等に

おいて防火管理上特に必要と認められる事項を定

めることで足 りるものとし,そ の内容について各

居住者に周知徹底すること。」 というように言っ

ています。

消防計画というのはどういうものかと言います

と,規 則第 3条 で防火管理者は防火対象物の位置

構造及び設備の状況ならびにその使用状況に応じ,

おおむね次の各号に掲げる事項について,当 該防

火対象物の管理について権原を有する者の指示を

受けて消防計画を作成し」ていくというようにな

っていますね。

つまり,お おむね 1号 から12号に関するような

ことについて消防計画を作 らなくてはいけないと

いうように書いてあるわけでして, 1号 ■ たと

えば自衛消防の組織に関すること。それから防火

対象物についての火災予防上の自主検査に関する

こと。消防設備等の点検及び整備に関することと,

ずっとありますが, おおむね, こういうことにつ

いて消防計画を定めな くてはいけないというよう

になっているわけです。

ここに
｀
おおむね

"と
書いてあ りますが,今 ま

で消防機関はどういうように指導 してきたかと言

いますと,「 これは全部書 くんだ」というように

言っているところが多かったんです。

「自衛消防の組織に関することというのは自衛

消防隊のことでしょうか」 「そうなんだJと 。 自

衛消防隊 というのは通報班とか消火班とか, いろ

ラ

じ
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いろ書いてあるけど, ああいうのは共同住宅にい

るんでしょうかということになった時に, これは

当然いるんです よ, という話をすることが多かつ

たわけですが, この通達で,「 全部はいらないで

す よJと ,割 り切ってしまお うということですね。

それで, さきほどのところに戻っていただきま

して今の 1号 から 12号 を頭に置きながら,もう一

回見ていただきます。

まず,火 気管理等主 として各居住者の責任にお

いて実施されるべき業務 というのは消防計画に書

く必要はないですよといっているわけです。

そういうことで。ます防火管理者が実施すべき

事項というのは。共同住宅全体にわたる消防用設

備等の点検と整備です。もし,そ ういうものが公

営共同住宅に付いておれば。それについての点検,

それから整備に関することというのは消防計画に

決めておかなくてはいけませんというのが第 1点

です。これは付いておれば維持管理 しなくてはい

けないのは当然ですし,維 持管理するのは,多 分.

皆様方の役目でしょうから。それを決めておかな

くてはいけないのは当然だろうと思います。

それか ら避難通路等共同部分の維持管理ですが,

これは,た とえば廊下に可燃物を放置するとか,

何かあった時に逃げられないように物をたくさん

置いてしまうとか,そ れから,さ きはど言いまし

たようなベランダに物置のようなものを置いて,

隣の住戸を通 って逃げられるようになっているは

ずのところを逃げられないように しているとかい

うような事態をなくしてはしい。ということです

ね。

避難通路と共用部分の維持管理というように言

いますと難 しそうですが。結局。その二つなんで

す。要は廊下や階段にあまりたくさん物を置いて

はいけませんよというのが一つで,そ れからベラ

ンダに物を置いてもいいけどベラングでも隣の家

に行けるようになっているところに物を置いては

いけませんよという2点 だけで,他 のことはいら

ない。

それから消防機関との連絡。これは消防機関の

ほうは公営住宅についても消防法の対象ですか ら

何かあった時の対応者が欲 しいわけですね。この

時に,皆 が 「俺は責任者 じゃない」と言われると

誰と話 したらいいのかわからなくなってしまいま

すから決めておいて下さいということですo

そういうことで,何 か設備が付いていたら,そ

の維持管理については。ちゃんと決めておいてく

ださい。また避難路の維持管理は決めておいてく

ださい。あと消防隊との連絡係というのを決めて

おいてください。これだけ決めておけば消防計画

は,そ れでいいですよと言っているわけです。

そうしますと,さ きはどの 3条 で,自 衛消防の

組織に関することとか,定 員の管理とか,防 火上

必要な教育に関することとか,tヽろいろございま

すが、そういうことは別に決めておかなくてもい

いですよ。この 3つ だけ決めておいて ください。

この 3つ だけ決めるんだったら消防計画につい

ても, 1枚 くらいの簡単なものでよいということ

になりますね。その代わり,そ れだけはやってお

いてください。というのが第 4の (2)な んです。

ただし,そ れはホテルニュージャパ ンのような

恰好をした共同住宅の場合は駄目ですよ。それは

ホテルニュージャパンのようになる可能性がある

んだから。

しかし。セパ レートされて避難路 もしっかりし

ている共同住宅であれば,簡 単なことを確実に決

めておいてやってくれればいいですよというよう

に言 っているわけですね。

「その内容について各居住者に周知徹底するこ

と」というのが入っていますが,そ れは回覧板で

も回してくださいというように言 っているわけで

す。

それから(3)と しまして 「共同住宅等における

消火,通 報及び避難の訓練については実状に応 じ

て実施 し,各 居住者の防火意識を高めることが望

ましいものであること。」 と言っていますが,こ

れは 「望ましい」ということで,必 ずやれとは言

っていないわけです。

そういうようにぅちゃんとした共同住宅であれ

ば簡単な防火管理でいいですよというように言い

切 りまして,こ れで運用しています。

割 り切 っても共同住宅の防火管理はなんとかな

るし,も し何か事故があった場合の防火管理責任

も。そこそこのものになるだろうというように整

理 したということでございます。
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