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第８章 経済被害の想定手法

直接被害額は、被害を受けた施設及び資産について、復旧に要する費用の総額を算出す

る。基本的な想定手法は、原単位を設定して、被害額の推定を行う。

阪神・淡路大震災時の原単位を使用しているものについては、物価変動による補正を行

う必要がある。阪神・淡路大震災の当時（1995 年）と現在（2023 年）における消費者物価

指数を比較したところ、1995 年の「95.9」に対し、2023 年は「105.6」（2020 年基準）と、

指数の変化は＋10％程度であることから、当時の値を 1.1 倍した値を用いることとする。

間接被害額については、東日本大震災や阪神・淡路大震災における波及影響の状況を参

考に、定性的に検討を行う。

８．１ 直接被害

(1) 建物被害

「被害量×復旧単価」を基本とする。

復旧単価は、神奈川県の新規建物１棟当たり工事必要単価、１世帯当たり所有家財購

入額、従業者１人当たり償却資産・在庫資産額を統計資料から設定する。

建物被害に関しては、建物そのもの及び家財、償却資産、在庫資産について算出する。

ア 建物自体の被害

被害額＝（全壊棟数＋半壊棟数×0.5）×１棟あたり工事単価(下表参照)

表 8.1 工事費単価

住宅 非住宅

246,517 円／ｍ２ 281,753 円／ｍ２

表 8.2 解体・撤去・整地の費用

木造 11,818 円／ｍ２

RC 造 13,788 円／ｍ２

Ｓ造 12,803 円／ｍ２

※１：工事費単価は、令和 5 年建築統計年報より神奈川県の単価を推計。

RCSRC 造は RC 造に含め、居住産業併用建物は算出から除外した。

※２：解体費用（神奈川県内６業者による）の構造別坪単価は以下のとおり。

木造：25,000～35,000 円（中央値 30,000 円）

RC 造：30,000 円～40,000 円（中央値 35,000 円）

Ｓ造：25,000 円～40,000 円（中央値 32,500 円）

この中央値を神奈川県の平均的な単価として用いた。

また、撤去･整地費用は、神奈川県内の工事事例から、解体費用の 20～30％程度であ

ることから、解体費用の 30％増しを全体の費用とした。

１棟あたり工事単価は、市区町村別・構造別（木造／RC 造／Ｓ造）・用途別（居住系／
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非居住系）の平均延べ床面積により設定する。

イ 家財の被害

建物被害のうち住宅系の倒壊数を基に、次の方法で算出する。

被害量＝住宅全壊棟数＋半壊棟数×0.5

被害額＝被害量×１世帯あたり所有家財評価額

※１世帯あたりの所有家財評価額については、家族構成別の家財評価表（下表）

の平均を用いる。家族構成別世帯数については、国勢調査結果を使用する。

表 8.3 家財評価表（2024 年６月）

単位：万円

家族構成
2 名

大人のみ

3 名

大人 2 名

子ども 1 名

4 名

大人のみ

子ども 2 名

5 名

大人のみ

子ども 3 名

独身世帯

世

帯

主

の

年

齢

25 歳前後 490 580 670 760

300

30 歳前後 700 790 880 970

35 歳前後 920 1,000 1,090 1,180

40 歳前後 1,130 1,220 1,310 1,390

45 歳前後 1,340 1,430 1,520 1,610

50 歳前後

（含以上）
1,550 1,640 1,730 1,820

資料：損保ジャパン

（https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/sumai/house/pop1/）

ウ 償却資産及び在庫資産の被害

償却資産及び在庫資産については、事業所系の建物の被害量を基に、次の方法で算出

する。

※対象は、企業の償却資産・在庫資産の被害とする。ただし、農林水産業及び公務の償

却資産・在庫資産の被害は含んでいない。

被害額（償却資産額）

＝倒壊建物で従業する従業者数×従業者１人当たり償却資産評価額

被害額（在庫資産額）

＝倒壊建物で従業する従業者数×従業者１人当たり在庫資産評価額

倒壊建物で従業する従業者数＝全従業者数×倒壊建物（事業所系）比率
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表 8.4 従業者１人当たり資産価値評価額及び在庫資産評価額

償却資産（千円） 在庫資産（千円）

鉱工業 83,000 9,860

建設業 3,762 3,888

製造業 20,648 14,324

電気ガス水道 142,916 4,555

運輸業 12,922 1,441

情報通信 11,504 1,757

卸売小売 3,897 3,516

金融保険 11,139 0

不動産 36,983 13,778

サービス 1,617 150

※従業者１人当たり償却資産価値評価額及び在庫資産評価額は、令和 5 年度 法人企業統計

年次別調査（財務省）より作成した。

※「金融保険業」は、在庫資産は無いものとしている。

表 8.5 神奈川県の業種別事業所数・従業員数

（出典：令和 3 年経済センサス）

事業所数 従業者数(人)

鉱工業 21 224

建設業 28,997 208,570

製造業 17,326 438,054

電気ガス水道 381 11,185

情報通信 4,888 126,045

運輸業 7,642 226,675

卸売小売 61,012 673,439

金融保険 3,757 62,886

不動産 28,612 115,060

サービス 135,080 1,793,620

参考文献：

・中央防災会議：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告），平成 25 年 12 月
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(2) ライフライン

「被害量×復旧単価」を基本とする。ライフラインの被害額の算出にあたっては、阪

神・淡路大震災等の被害量と復旧費用に関する事例データを用いる。

ア 電力の被害額

電力については、停電戸数及び被害電柱（折損する電柱本数）の被害想定結果から、

阪神・淡路大震災の事例を基に算出した。

なお、家庭への引き込み線の被害は含んでいない。

配電設備に関しては、電柱１本当たりの工事費単価（33 万円／本）を使用し、その他

の配電設備の被害額に関しては、阪神・淡路大震災の停電戸数あたり配電設備被害額か

ら電柱工事費を差し引いた額とする。その他の電力設備については、阪神・淡路大震災

の停電戸数あたりの被害額を原単位として算出した。

なお、阪神・淡路大震災時と現在の物価変動による補正を考慮し、以下の通り設定し

た。

表 8.6 電力設備の被害額算出に使用した原単位

内容 原単位 単位

電柱 33.00 万円／本

その他配電設備 3.92 万円／停電１戸

その他電力設備 5.50 万円／停電１戸

注：電柱整備費用はヒアリングによる。他は「阪神・淡路大震災調査報告共通編－３ 第５章緊

急・応急期の対応」による。

イ 都市ガスの被害額

都市ガスについては、ガス供給停止戸数の想定結果を基に、阪神・淡路大震災の供給

停止戸数当たり復旧額（22 万円／停止１戸あたり）を原単位として算出する。

なお、阪神・淡路大震災時と現在の物価変動による補正を考慮し、24.2 万円／停止１

戸あたりを原単位とする。

※停電１戸あたりの復旧費用：1,900 億円÷ガス供給停止個数 857,400 戸＝22 万円／戸

復旧費用は、導管網約 1,750 億円を含み、中圧設備、低圧導管・内管への被害が対象。

（出典：「阪神・淡路大震災調査報告共通編－３ 第５章緊急・応急期の対応」）

ウ 上水道の被害額

上水道については、断水世帯数の想定結果を基に、阪神・淡路大震災の断水戸数当た

り復旧額（4.3 万円／断水１戸あたり）（排水管の被害を除く）を原単位として算出する。

なお、阪神・淡路大震災時と現在の物価変動による補正を考慮し、4.73 万円／断水１

戸あたりを原単位とする。

※断水１戸当たり復旧費用：541 億円÷上水道断水戸数 127 万戸＝4.3 万円／戸

（出典：阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について；H21.3 兵庫県）
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エ 下水道の被害額

下水道については、下水道管の被害総延長の想定結果を基に、阪神・淡路大震災にお

ける兵庫県内の下水道管復旧額（3.7 億円／km 当たり）（管渠の被災延長）を原単位とし

て算出する。

なお、阪神・淡路大震災時と現在の物価変動による補正を考慮し、4.07 億円／km 当た

りを原単位とする。

※km 当たり復旧費用：734.57 億円÷被害延長 198.510km＝3.7 億円／km

（出典：阪神・淡路大震災調査報告 1999）

(3) 交通

「被害量×復旧単価」を基本とする。復旧単価は、阪神・淡路大震災の復旧費用に関

する資料等より設定する。

ア 道路の被害額

道路については、橋梁の被害のみで算出した。橋梁の被害想定の元資料である被害箇

所の推定数量を用いて、「実用的な道路防災事業効果評価手法の開発」（土木技術資料

2006、鶴田舞・日下部毅明）で示されている単価（下表）を用いて算出する。

表 8.7 橋梁被害の復旧単価(単位：億円)

中規模被害 大規模被害 大被害

0.025 0.966 1.907

大被害 ：崩壊、倒壊、変形の大きな亀裂・座屈・鉄筋破断などの損傷（通行が可能

となるためには長期的な修復が必要）。

中小規模被害：部分的または局所的な亀裂・座屈、鉄筋の一部破断、コンクリートの剥離

などの損傷（緊急車両が通行するためには支障がない程度、あるいは応急

修復で可能な程度）

大規模被害 ：上記資料では記載がなかったが、大被害と中小規模被害の中間的な規模の

被害とした。

イ 港湾の被害額

港湾の被害額は、港湾及び漁港に関する被害バース数の想定を基に、阪神・淡路大震

災の事例におけるバース当たり復旧額（53.8 億円／バース）を用いて算出した。

なお、阪神・淡路大震災時と現在の物価変動による補正を考慮し、59.18 億円／バー

スを原単位とする。

※１バースあたりの復旧費用：１兆円÷被害 186 バース＝53.8 億円／バース

（出典：阪神・淡路大震災調査報告 1999）
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(4) 災害廃棄物処理費用

過去の事例から、廃棄物処理量と処理方法を取りまとめ、種別ごとに処理単価と運搬単

価を算出し、推計する。

表 8.8 災害廃棄物の処理単価

表 8.9 災害廃棄物の収集運搬単価

出典：災害廃棄物の種類と処理方法、処理費用等の関係（三上・井上・山下、2020 年）

参考文献：

【電力】、【都市ガス】、【下水道】、【港湾】

・日本建築学会 阪神・淡路大震災調査報告編集委員会：阪神・淡路大震災調査報告共通編－

３，第５章 緊急･活動期対応と課題，1999.

【上水道】

・兵庫県：阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について,H21.3

【道路】

・鶴田舞・日下部毅明：実用的な道路防災事業効果評価手法の開発,土木技術資料 2006
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８．２ 間接被害

間接被害の状況について、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の状況を以下に示す。

表 8.10 阪神・淡路大震災及び東日本大震災における間接的経済被害の状況

発災６ケ月後の状況（阪神・淡路大震災と東日

本大震災の比較）

阪神・淡路大震災における

２～４年後の状況

人口変動 ・阪神・淡路大震災、東日本大震災のどちらの

震災の被災地においても、震災発生直後か

ら転出者数の急増が見られる。（阪神・淡路

大震災の被災地では、当時人口増加傾向に

あったが、東日本大震災の被災地は人口減

少傾向にあった）

・人口は４年程度で回復。

・しかし、震災時に急増した

転出者の過半数は戻らな

かったものと推測され

る。

製造業（鉱

工業生産指

数の比較）

・鉱工業生産指数を見ると、阪神・淡路大震災、

東日本大震災のどちらの被災地において

も、震災発生直後は大幅に落ち込み、翌月か

ら回復基調にある。

・落ち込みが大きかった東日本大震災は、阪

神・淡路大震災と比較して回復に時間がか

かっている。

・各種指標は、復興需要によ

り震災後２年間は増加が

見られるが、その後は減

少に転じた。

・全国水準との比較では、震

災後から全国水準を下回

って推移した。

労働（有効

求人倍率の

比較）

・有効求人倍率を見ると、阪神・淡路大震災、

東日本大震災のどちらの被災地において

も、震災発生直後は悪化したが、その後の復

興需要による数値の改善が見られる。

・東日本大震災の被災地においては、被害範囲

の広さから阪神・淡路大震災以上に大幅な

求人数の増加が見られる。

・復興需要が終了すると、有

効求人倍率の水準は下が

った。

復 興 需 要

（新設住宅

着工件数）

・新設住宅着工件数を見ると、阪神・淡路大震

災、東日本大震災のどちらの被災地におい

ても、震災後には前年同月比プラスに転じ

ており、復興需要が生じていることが確認

できる。

・東日本大震災は、阪神・淡路大震災と比較し

て住宅着工の伸びは弱い。

・住宅着工件数は、３年間は

震災前の水準を上回った

が、その後減少に転じ、全

国水準を下回って推移し

た。

復 興 需 要

（民間設備

投資）

・設備投資金額を見ると、阪神・淡路大震災、

東日本大震災のどちらの被災地において

も、震災後には前年比プラスに転じており、

復興需要が生じていることが確認できる。

・ 設備投資金額の上昇は

1995年度のみ確認できた。

・1996 年以降は減少に転

じ、４期連続の減少とな

った。

金融（預金・

貸 付 金 残

高）

・金融機関預金残高・貸出金残高を見ると、阪

神・淡路大震災、東日本大震災のどちらの被

災地においても、預金残高は大幅な増加が

見られるが、貸出金残高は微増に留まる。

・1999 年頃から金融機関の

破綻・再編が相次ぎ、貸出

金残高は減少に転じた。

※「大震災が地域経済に与える影響について」（日本政策投資銀行 2011）をもとに作成。

参考文献：

・日本政策投資銀行：大震災が地域経済に与える影響について,2011
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○鉱工業生産指数の推移（内閣府ホームページ資料による）
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○地域別大口電力需要量及び鉱工業生産の推移（内閣府ホームページ資料による）
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○大型小売店販売額の推移（内閣府ホームページ資料による）




