
従来のバックアップの発想では、災害発生時に普段動いていない業務を立ち上げることになる。ＢＣＰ
の相互バックアップの考え方は、日常から行っている業務の比重を高めることで対処する。

拠点間相互バックアップ

ディザスター

A：0％

A

B：50％  A：50％

B

B：70％

A：30％

B

A：70％

B：30％

A

従来からの単純バックアップ

ディザスター

メイン

A：100％

A

A：0％

A

バックアップ

A：0％

A’

A：100％

A’

［B用のリソースをA用に20％シフト］＝全体50％を維持

図1 ： 単純バックアップから拠点間相互バックアップへ

「企業として守り抜くべきことは何か」
を明らかにする！

災害時の事業継続の重要性が見直され、企業が活発に取り組み始めたＢＣＰ（事業継続計画）。

最近では、自然災害だけではなく、さまざまなリスクを想定することが必要となっている。

そこで、事業継続推進機構（BCAO）の渡辺副理事長にＢＣＰの考え方や動向、事例をうかがった。

BCAO副理事長に聞く

―
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
対
象
だ
そ
う

で
す
ね
。
ポ
イ
ン
ト
は
？

　
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
場
合
、
あ
ま
り
報
道
さ
れ

な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
消
毒
な
ど
の
た
め
に
地
域

を
封
鎖
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
当
事
者

で
な
く
て
も
、
そ
の
地
域
に
工
場
や
倉
庫
が
あ
る
と

出
荷
で
き
な
く
な
る
。
社
員
も
通
勤
で
き
な
い
。
そ

れ
は
企
業
に
と
っ
て
も
大
き
な
影
響
で
す
よ
ね
。

　
さ
ら
に
仮
に
人
へ
の
感
染
が
起
き
、
そ
の
人
が
別

な
場
所
の
社
屋
を
訪
ね
て
い
た
ら
ど
う
な
る
か
。
企

業
の
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
で
は
、
人
の

動
き
も
早
く
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
場
所
で
影
響
が

出
た
り
し
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
最
近
心
配
さ
れ
て
い
る
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
や
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
、
は
し
か

な
ど
で
も
同
様
で
す
。
あ
る
日
、
社
員
の
半
分
し
か

出
勤
で
き
な
い
と
か
、
事
業
所
や
工
場
を
臨
時
に
閉

鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
し
た
事
態
が
起
こ

り
う
る
。
実
際
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
と
き
、
あ
る
日
系
企

業
の
中
国
工
場
は
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
視
点
で
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
必

要
な
の
で
す
。
対
処
す
べ
き
リ
ス
ク
は
数
多
く
あ
り

ま
す
が
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
で
は
原
因
と
な
る
事
象
、
そ
れ
は

地
震
や
台
風
の
よ
う
な
自
然
災
害
で
あ
っ
た
り
、
今

申
し
あ
げ
た
伝
染
病
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
テ
ロ

な
ど
も
あ
り
得
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
原
因
自
体
は

あ
ま
り
考
え
ま
せ
ん
。

　
大
切
な
の
は
眼
の
前
に
起
き
て
い
る
、
あ
る
い
は

起
こ
り
う
る
事
柄
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
な
の
で
す
。

突
然
社
員
が
出
勤
で
き
な
い
と
か
、
社
屋
が
使
え
な

い
と
か
、
そ
れ
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
共
通
し

て
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
事
柄
で
す
。

　
そ
う
し
た
と
き
に
、
事
業
継
続
に
と
っ
て
重
要
な

こ
と
は
何
か
、
不
測
の
事
態
に
な
っ
て
も
守
り
抜
く

べ
き
こ
と
は
何
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
ど
う
対

処
す
る
か
が
大
切
な
の
で
す
。
こ
れ
は
「
ビ
ジ
ネ
ス

の
可
視
化
」
と
も
大
い
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

―
こ
れ
ま
で
の
防
災
対
策
と
は
ど
こ
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
例
え
ば
耐
震
補
強
を
す
る
と
か
、
火

災
や
水
害
に
備
え
る
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
の
対
策

は
当
然
で
す
。
万
一
の
大
地
震
が
発
生
し
た
と
き

に
、
関
係
者
の
生
命
や
安
全
を
守
る
の
は
基
本
で

す
し
、
大
事
な
設
備
な
ど
の
被
災
も
可
能
な
限
り

小
さ
く
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
工
場
な
ど
が
大
地
震

で
被
災
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
早
く
復
旧
し
、
従

業
員
の
雇
用
を
守
る
こ
と
も
企
業
の
社
会
的
責
任

と
し
て
重
要
で
す
。
た
だ
ハ
ー
ド
の
対
策
を
採
れ

ば
そ
れ
で
十
分
と
考
え
て
し
ま
う
と
恐
い
。

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
で
は
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
考
え
ま
す
。

あ
る
大
企
業
の
主
力
製
品
の
部
品
を
造
る
工
場
を

想
定
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
工
場
が
地
震
で
出
荷
で

き
な
く
な
る
と
大
企
業
の
生
産
も
ス
ト
ッ
プ
し
か

ね
ま
せ
ん
。
部
品
工
場
は
自
然
災
害
だ
か
ら
、
と

あ
き
ら
め
て
い
る
う
ち
に
大
事
な
取
引
先
を
失
う

可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、
大
企
業
の
方
は
生
産
を

ど
う
継
続
す
る
か
が
大
問
題
で
す
。
で
す
か
ら
影

響
を
出
来
る
だ
け
小
さ
く
す
る
に
は
ど
う
す
る
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

―
実
際
ど
う
対
処
す
る
の
で
す
か
？

　
ま
ず
、
被
災
し
た
施
設
を
ど
れ
だ
け
早
く
復
旧

す
る
か
。
そ
の
た
め
に
は
ハ
ー
ド
の
整
備
と
と
も

に
、
ソ
フ
ト
面
、
例
え
ば
従
業
員
は
ど
う
動
く
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
日
ご
ろ
か
ら
訓
練
し
て
お

く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
を
作
る
こ
と
も

重
要
で
す
。
地
域
性
の
強
い
産
業
な
ら
、
地
域
の

同
業
者
の
間
で
助
け
合
う
よ
う
な
仕
組
み
も
有
効

で
す
。
一
方
で
大
企
業
で
も
、
例
え
ば
半
導
体
産

業
な
ど
同
じ
よ
う
な
製
品
を
生
産
し
て
い
る
ラ
イ

バ
ル
企
業
同
士
で
「
相
互
支
援
契
約
」
を
結
ん
で
、

万
一
に
備
え
る
と
い
っ
た
方
法
も
あ
り
ま
す
。
要

は
同
業
種
で
助
け
合
う
仕
組
み
を
作
っ
て
、
リ
ス

ク
に
対
処
し
よ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
図
1
に
示
し
た
も
の
で
す

が
、
同
じ
企
業
内
で
離
れ
た
場
所
に
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
施
設
を
持
つ
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合

に
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
日
常
か
ら
同
じ
機
能

を
あ
る
程
度
分
担
し
て
お
く
こ
と
で
す
。
実
は
せ

っ
か
く
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
施
設
が
あ
っ
て
も
、
日
ご

ろ
そ
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
な

い
と
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
わ
か
る
人
が
い
な
い

た
め
に
動
け
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
起
き
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
。

　新潟県のある日用品チェーン店では、水害の経験からＢＣＰを策定。過去

のＰＯＳデータに基づき、災害発生直後に必要なもの、数日後に必要とされ

るものを抽出。その商品を近隣の店舗からも集めるための運搬手段、方法

なども確立。

　行政や県外からの支援物資が届くまでの間に、地元の企業として被災

者が求めるものを供給することを社会的使命として位置づけています。実

際に用意する商品は、水害の場合には、初めはバケツやモップ、その次では

マスクやチリトリといった必需品です。

被災者がまず必要とするものを供給するのが小売の使命

BCP事例紹介 ①
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「企業として守り抜くべきことは何か」を明らかにする！

特 集 リスク社会を生き抜く

大
切
な
の
は
、起
こ
り
う
る
事
柄

に
ど
う
対
処
す
る
か
。

渡辺　研司氏

ＮＰＯ法人事業継続推進機構
副理事長
長岡技術科学大学
大学院技術経営研究科
准教授
1961年生まれ。86年京都大
学卒業、富士銀行、PwCコ
ンサルティングを経て、03年
よリ現職。
　内閣官房や経済産業省の
委員などを歴任。米国ＢＣＩ会
員、工学博士、MBA。

防
災
へ
の
取
り
組
み
を
、視
点
を

変
え
て
組
み
立
て
て
み
れ
ば
よ
い
。



　英国のあるショッピングモールでは、立体駐車場を

構造上の問題から半年間閉鎖せざるをえないことにな

りました。そのために営業も中断、最終的にショッピン

グモールの機能が停止しました。

　そこで事前に策定していたＢＣＰに基づき、周辺の３

店舗に向けて顧客の送迎バスを準備。顧客の信頼を

つなぎとめることができ、その後の事業継続が可能とな

りました。

店舗閉鎖時にも顧客の信頼をつなぐ

BCP事例紹介 ④

　新潟県のある製菓メーカーでは、冬場の落雷対策と製造ピ

ーク時の電力需要の平準化のために自家発電装置を導入、

また製造ラインの一部にプロパンガスを利用していました。

　そのため新潟県中越地震発生後もこれらの設備を用いて

操業停止を免れました。操業を続けた背景には、長年の得意

先との関係を維持するとともに、商品を供給し続けることによ

って、同じ被災者でもある従業員の職場と給与を確保したい

という、強い思いもあり、企業の社会的責任を果たしました。

大地震後も操業維持、社会的責任を果たす

BCP事例紹介 ③

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
は
自
然
災
害
が
多

い
こ
と
も
あ
っ
て
、
企
業
で
は
「
防
災
」
の
視

点
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
取
り
組
ん
で
い
る
と
思
い

ま
す
。

そ
れ
を
「
事
業
を
守
り
、
継
続
す
る
」
と
い
う

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
視
点
で
見
直
し
て
み
れ
ば
、
実
行
す

べ
き
こ
と
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
リ
ス
ク
は
、
地
震
や
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
よ
う
に
広
域
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
火
災
や
停
電
な
ど
、
自
社
や
周
辺

の
み
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
場
合
も
想
定
し
、
自
社
の
競
争
力
や
シ

ェ
ア
を
低
下
さ
せ
な
い
よ
う
な
対
策
が
必
要
で
す
。

―
ほ
か
に
は
ど
の
よ
う
な
視
点
が
大
切
で
し
ょ

う
か
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
で
、
ハ
リ

ケ
ー
ン
に
よ
る
大
水
害
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
と
き
、
小
売
業
の
ウ
ォ
ー
ル
マ
ー
ト
で
は
、

普
段
か
ら
来
店
し
て
い
る
顧
客
に
は
、
現
金

を
持
っ
て
い
な
く
て
も
水
を
掛
け
で
売
っ
た

そ
う
で
す
。
生
活
必
需
品
を
安
定
供
給
す
る
、

そ
の
こ
と
を
企
業
の
使
命
と
し
て
従
業
員
が

意
識
し
、
自
分
で
判
断
し
て
行
動
し
ま
し
た
。

結
果
的
に
は
企
業
価
値
を
あ
げ
る
こ
と
に
貢

献
し
ま
し
た
。

　
要
は
自
分
の
企
業
に
と
っ
て
何
が
大
切
な

の
か
、
そ
れ
を
常
に
従
業
員
ま
で
が
意
識
し
、

企
業
文
化
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
で
す
。

―
そ
う
な
る
と
、
日
ご
ろ
の
教
育
や
訓
練
が
大
切

で
す
ね
。

　
よ
く
社
是
・
社
訓
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
を
一
人
ひ
と
り
の
も
の
に
す
る
教

育
が
必
要
で
す
。
同
時
に
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を
推
進
す
る

人
材
を
育
て
、
ト
ッ
プ
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
属
す
る
事
業
継

続
推
進
機
構
も
そ
の
一
翼
を
担
う
た
め
に
資
格

試
験
を
始
め
ま
し
た
。
現
在
は
初
級
管
理
者
試

験
の
み
で
す
が
、
そ
の
上
の
主
任
管
理
者
試
験

も
検
討
中
で
す
。

―
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
必
要
性
は
理
解
で
き
て
も
、
中
小
企

業
な
ど
ス
タ
ッ
フ
の
少
な
い
企
業
で
は
、
な
か
な

か
取
り
組
む
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
社

内
の
訓
練
を
お
願
い
で
き
る
よ
う
な
組
織
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　
確
か
に
個
々
の
企
業
で
は
十
分
に
対
応
し
に

く
い
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
場

合
は
組
合
や
協
会
、
商
工
会
議
所
な
ど
が
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ

う
ね
。
そ
の
も
と
で
個
々
の
企
業
の
計
画
に
落

と
し
て
い
く
方
法
で
す
ね
。

　
教
育
や
訓
練
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
は

専
門
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
に
相
談
さ
れ
る

の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
欧
米
に
は
軍
隊
経
験

者
な
ど
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
、
そ
の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
生
か
し
て
具
体
的
な
訓
練
を
行
う
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
す
が
。

経
営
課
題
と
し
て
、

ト
ッ
プ
主
導
の
取
り
組
み
を

―
海
外
や
日
本
政
府
の
取
り
組
み
も
進
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　
欧
米
で
は
か
な
り
取
り
組
み
は
進
ん
で
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
は
米
国
規
格
協
会
な
ど
を
中
心
に
標
準

化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
Ｂ

Ｓ
規
格
に
し
て
第
三
者
認
証
の
仕
組
み
を
作
ろ
う

と
動
い
て
い
ま
す
。
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
国
際
標
準
化
機
構
）

の
規
格
に
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
（
図
2
）

　
国
内
で
も
経
済
産
業
省
や
国
の
中
央
防
災
会
議
、

中
小
企
業
庁
な
ど
で
報
告
書
や
指
針
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
日
本
政
策
投
資
銀
行
は
、
経
済
的

な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
防
災
格
付
け
に
よ

る
融
資
金
利
優
遇
も
行
っ
て
い
ま
す
。
（
図
3
）

　
今
や
企
業
規
模
を
問
わ
ず
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
が
経
営
課

題
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ト
ッ
プ
が
先
頭

に
立
っ
て
、
図
4
に
示
す
よ
う
な
能
動
的
な
取
り

組
み
が
必
要
な
時
代
で
す
。
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●広域災害においては、被災した地域の復旧計画との連携・調整に留意する。

現行
スケジュール

2006年
2月中旬

2006年
4月下旬

2006年
5月以降

2010年
以降

2006年11月（タイ）
2007年5月（米国）

日本原案
作成

国際会議
準備

国際会議
（IWA）

ISO化
議論・手続

米国、カナダ、英国、
オーストラリア、イスラ
エル、日本が原案を
提出。事業継続の概
念の整理、各ステー
クホルダー間の差異・
共通点を議論。

済 済 済 進行中

図2 ： ISO化動向と日本の対応
　　  スケジュール概要と主な論点

日本政策投資銀行ホームページより

●従来の財務・信用状況
に加え企業防災への
取り組みの評価を金利
に反映

●2006年4月に第1号融
資実施（安田倉庫）

●中央防災会議「防災
に対する企業の取組み」
自己評価項目表をベー
スとして格付けシステム
構築

●防災への取り組みが進
めばより低利の金利が
適用

●不動産、物流、インフラ
企業、ハイテク部品など
の企業が検討中

図3 ： 日本政策投資銀行  防災格付けによる金利優遇（世界初）：経済的なインセンティブ

　北陸地方は冬場に落雷が多く、それによる停電の発生がしば

しばあります。そのためこの地域の地方銀行では支店にも自家発

電装置を備えた店舗が多くあります。

　2004年の新潟県中越地震の際にも電力の供給は停止しまし

たが、自家発電装置を稼働させることによって、ＡＴＭ装置を動か

しました。ＢＣＰというよりは、もともと備えていた設備が役立ったも

のですが、当座の現金を必要とする被災者から高く評価されました。

　その後、他地域の金融機関からの見学が相次いでいます。

落雷対策の自家発電が全国のモデルに

BCP事例紹介 ②

「企業として守り抜くべきことは何か」を明らかにする！

特 集 リスク社会を生き抜く

■運営・管理■ ■経営戦略■

●損失事故の未然防止／極小化
●株主利益の保護／向上
●競合要素（選別基準、差別化要因）
●経営資源の効率的配分
●ERM（全社統合リスクマネジメント）

先例主義

「制度対応」

対症療法・断続的

ステーク・ホルダー
（株主・顧客・取引先・市場・社員）

の保護
危機管理

“火消し” コンプライアンス
CSR（社会的責任）

コンペティテイブな
差別化

企業価値の
向上

ステーク・ホルダーの
価値向上

図4 ： BCMの経営戦略的位置付け
　　   CSRを超えた能動的（proactive）な取組みの重要性

受動的
Re-active

能動的
Pro-active事業継続マネジメントの“進化”

●計画・マネジメント（BCPの作成 等）
●生命安全確保（二次災害防止策 等）

●施設減災対応（耐震診断・改修 等）
●バックアップ体制整備（情報系 等）

融資対象事業：防災対応評価で取り上げる防災対策（非設備資金を含む）企業

日本政策
投資銀行

対象事業費の50％まで

合格

合
格

未達 準拠した独自
評価システム 中央防災会議（内閣府）

融 

資
取り組みが「優れている」
【政策金利　】

取り組みが「特に優れている」
【政策金利　】

「防災に対する企業の取組み」自己評価項目表
融資対象外

内閣府 必須・基礎項目を
中心とする取り組み分野
（1）～（4）に加え、（5）または（6）を満たすこと

（1）応急対応を中心とした防災計画の策定
（2）生命安全確保策の整備
（3）施設安全策及び設備の状況把握
（4）教育・訓練の実施
（5）周辺地域への二次災害防止策の整備
（6）点検・見直し体制の整備

内閣府 基礎・推奨項目を
中心とする取り組み分野
以下から4つ以上を満たすこと

（7）事業継続計画（BCP）の策定
（8）建築物の耐震化等の施設減災対応
（9）重要業務のバックアップ体制整備
（10）地域連携の実施
（11）サプライチェーンにわたる防災対応
（12）情報公開・社会貢献への取り組み

新
規
の
取
り
組
み

既
存
の
防
災
の
取
り
組
み


