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自然災害の 歴 史と対策
・
研究 の 変遷

History　and 　Changes 　of　Countermeasures　and 　Researches　for　Natural　Disasters　from　1945

沖 村 　 　孝 〔お きむ ら た かし）

　 　 　 　 　 励建 設工 学研究所
　 　 　 　 　 神戸大学名誉教授

1． は じ め に

　災害の 歴 史 を 見 る場 合，結果 と して の 災害 とそ の 原因

とな っ た 臼然現象，そ の 災害 に 対 し て ど の よ うな対策 が

採用 され た か，学術的 に は どの よ うな 貢献 が な さ れ て き

た か等 を考察す る必 要が あ る。本稿 で は 戦後 か ら現在 に

至 る まで を四 つ の 時代 に区分 し，こ れ らの 視点 が時代 の

変遷 と共に どの よ うに 変 わ っ て き た か を ま とめ て み る。

2． 戦後か らの災害の 変遷 の特徴

　戦後 か ら現 在 に 至 る ま で の 約 60年 間 の 災害 の 時 代 変

遷を見 る場合 に 良 く使 わ れ る資料 は，自然災害 に よ る死

者
・
行方 不 明者の 変遷 で あ る （図

一 1 ［1参 照）。こ の 図

を 見 る と，1）戦 後 か ら昭 和 34年 の 伊 勢 湾 台 風 災 害 ま で

は 毎 年 ユ 000人 を 越 え る 死 者
・
行方 不 明 者 が 出て い た こ

と，2）伊勢湾台風災害 の 翌 年の 昭 和 35年 か ら阪 神 ・淡

路 大震災が 発生 し た 平成 7年 ま で は 1000人 を 越 え る死

者
・
行方不 明者が 発生 し て い な い が，こ の 間で も死者

・

行 方不 明 者は ゼ ロ に は な っ て い な い こ と，3）平 成 7 年

の 阪 神 ・淡 路 大 震 災 は 戦 後 で 最 も大 き な死 者 ・行 方 不 明

者 の 災害 とな っ た こ と，4）平成 7 年 以 降 も死者
・
彳亅方

不 明者は大 き く滅少 して い るが，毎年数十人が 自然災害

の た め に命 を 失 っ て い る こ と等が読み取 れ る 。

　本稿で は，自然災害の うち特 に 斜面災害 を 中心 と して ，

戦 後 の 約 60年間 を 四 つ に 時代 に 区 分 し，災害 の 内 容，

災害の 涼因，災害 を防止 す るた め の 仕組 み の 構築，学術

的研 究等が どの ように 変遷して きた か を 考察す る。
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図一 1　 自然 災害 に よる死名 ・行方 不明者 1〕
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3．　 自然災害多発時代 ： 第 1期 （戦後か ら1960

　　年代まで）

　3．1 災害 の 内容

　 こ の 時期 に は 数多 くの 災 害 が 多発 した。1000人以上

の死者
・
行方不 明者を出した 災害 （カ ッ コ 内は 死 者 ・行

方 不 明 者数 1／’
： 以 下 同 様） は ，昭 和 20年 の r三河 地 震

（2306 ），枕 崎 台 風 （3756 ），昭和 21年 の 南海 地 震

（1443 ），昭 和22年の カ ス リ
ー

ン 台風 （1930 ），昭 和 23

年 の 福 升 地 震 （3769 ），昭 和 28年 の 梅 雨 前線性大 雨

（1013），南紀豪 雨 （1　124）， 昭和 29年 の 洞爺 丸 台風

（1761），昭和33年 の 狩野川台風 〔1269 ），昭和 34年 の

伊勢湾台風 （5098 ）な どが挙げ られ る。

　 3．2　災 害 の 原因

　 こ の 時期 に は 地 震，台風や 大 雨 の 出現 が 多か っ た こ と

が わ か る。さ らに こ の 時期 に 災害が 多 発し た背景 は ， 第

二 次世界大戦中の 山林 お よび堤防の 維持管理不足 に よ る

国 土の 荒廃も考 え られ る。

　 3．3　災 害へ の 対 応

　 昭 和 20年 か ら昭 和 40年 まで の 治 水 事業 費 は全 体 で 約 5

兆 円 と少な く
2），国上 の 保全に ま で 対応 が行 き渡 らな か

っ た 時代 で あ っ た とい え よ う。

　3．4　社 会制度 と して の 防災

　毎年発 生 す る 災害発生 に 対 し て ，地域住民で 氾濫，洪

水 や そ の 他 水 害 に関 す る 対 処 を 行 う た め ，昭 和 24年 に

水防法 が 制定 さ れ，水防団が 構成 さ れ ， 土 の うな どを用

い て地域住民 が水防救急の 役 を務 め る よ うに な っ て きた。

こ の よ うな 水 防団活動 は 単 に緊急時の 水防救急活動 の み

な らず，口常時 の 河 川保 全 に対 して も地 域住民 の 関心 を

高め，河 川 の 維持管理 に 大 きな役 割 を 果 た した。

　 3．5　学術的取 り組み

　 こ の 時期 の 学 術的研究，特 に 斜面 災害研究 は 土 木 工 学，

地 質学，地 形学，治 山 ・砂防学の 分野 で，個 々 の崩壊斜

面 を 対象 と して そ の 原 因 は何 で あ っ た か を究明す る研究

が 多 く行 わ れ て い た。しか し，各 分 野 で 得 られ た研 究 成

果が ，お互 い に 交 換 ・交流 され る こ とな くそ れ ぞ れ の 分

野で 個 別 に 進 め ら れ た。こ れ は，崩 壊 メ カ ニ ズム の 解明

お よび解 析 手 法 が未 熟 で あ っ た た め と思 わ れ る。

　 3．6 関 西 地 方 にお け る 災害

　 関西 に お け る こ の 第 1 期の 災 害 の 主 な もの は ，昭 和

23 年 の 福井地 震 災害 ， 昭 和 28年有 田 川 卜流 域 の 南 紀 豪

雨崩壊災害，木津川 上 流域 の 南 山城崩壊 災害，お よび 昭

地盤 工 学会誌、57− 10 （621＞
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和 34年 の 旧豊 岡 市 を襲 っ た 伊 勢湾 台 風 洪 水 災害等があ

る。

4． 新た な 自然災害 と対応 時代 ： 第 2 期 （1960

　　年代か ら 1980年代 ま で）

　4．1 災害の 内容

　 こ の 時期 に な る と，1000 名 を 越 え る 死者
・
行方不 明

者を 出 す 自然 災害 が な くな り，第 1 期 に 比 し て 劇的 な

変化 を 示 して い る。100人 以 Hの 死 者 ・行 方不 明 者 を 出

し た 大 き な 災害例 と し て は ， 昭和 36年 の 第 2室戸台 風

災害 （194），昭和40年 の 台風23 ・24 ・25号 災 害 （181），

昭 和 41年 台風24 号と26 号に よ る 災害 （317），昭和42年
の 7 月，8 月 豪 雨 災害 （256），昭 和47年 の 台 風 6 号

・7

号 ・9 弓i 災害 （447 ），昭 和 51年 の 台 風 17号 災 害 （171），

昭和54年 の 台風20号 災害 （115）な どが 挙 げ られ る 。

　災害 の 原囚 とな る 大 きな 地震 が こ の 時期 に は 昭和39

年 の 新潟地震 〔26），昭和 43年 の 十勝沖地震 （52），昭

和 53年 に は 伊豆 大島近海 地 震 （25） と宮城県沖地震

（28 ） が 発 牛 し て い るが ，第 1 期 と比 べ る と死 者 ・行 方

不 明 者は 少 な い 災 害が 発 生 して い た。

　4．2　災害の 原因

　図
一 2 は 昭 和 26年 か ら平成 15年 ま で の わ が国 の 台風

に 関す る デ
ー

タ で あ る
3〕。こ れ に よ る と1960午代 に は 多

くの 台 風 が発生 し，わ が 国 に 接近 した こ とが わ か る。こ

の た め に ，台 風 に よ る 災害が 多 か っ た もの と思 わ れ る 。

　4．3　災害へ の 対応

　 こ の 時期 に 被害 が減少 し た 原因 と し て は ，ダム の 構築

や 河 川 改修 に よ る総合的な 治 水 串業 や 治 山 ・砂 防事業に

よ る防 災効 果，山地 の植 林 に よる森林 の 回 復 が大 きな 原

因 と考 え られ る 。 そ の 結果，破 堤 に よ る洪水 災害 が 激減

し た こ とが こ の 時期 の 大 きな 特徴 で あ る。

　 し か し，自然災害 に よ る 死 者
・
行方 不 明者 が ゼ ロ に な

っ て い な い 。こ の 時期 の 死者 ・行方 不 明 者 の 大 きな 原 因

は 台風 や 豪 雨 に よ る 十一砂 災害 が 多い 。こ れ は 第 1 期 の

終 わ り頃 か ら高度 経済成 長 政 策 が始 ま り，都市へ の 人 H

集 中 が顕 在化 し ， こ れ に 伴 い 都 市お よび 都市周辺で は 都

市構造 の 改変，住宅地 の 造成 が盛 ん に 彳∫われ る よ うにな

っ て きた。そ の 結果 と して ，昭和36年梅 雨 前線性 の 集

中豪 雨 で は，神 戸 や 横浜 で 新 規 の 宅 地 造 成 斜 面 や 石 積 擁

壁 の 崩壊 が 多発 した。こ の 新 しい タ イ プ の 斜 而 災 害 を機

に 「宅 地 造 成 等 規 制 法 」 が 昭 和 37年 に 制定 さ れ ， 安全

な 宅 地 が 造 成 さ れ る よ う に な っ て きた。ま た，昭和42

個
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年 の梅 雨 前線性集中豪雨 に よ り広島県呉市や 神戸市，横

浜市 な ど で市 街 地 内 に存在す る急傾 斜の 自然 斜面 が 崩壊

す る多 くの被害 が 出現した 。
こ れ らの 災害を受 け ， 民 地

の 自然斜面で あ っ て も
一

定 の 条件 を 満た せ ば 公的 な予算

を使 っ て斜面 防災コ「事 が で きる 「急傾斜の 崩壊 の 防止 に

関 す る法 律」 が 昭 和 44年 に 施行 さ れ ，都市内 の 白然斜

面 の 崩壊 に よ る 土砂 災害 が 防 止 さ れ る こ とに な っ た。

　 4．4 社会制度 と し て の 防災

　構造物 で 災 害 を防止 す る の み な らず 社会制度 と し て も

災害を 防 ［Lす る た め ，昭和 35年に 災害対策某本法 が制

定 さ れ た こ とも大 きな 影響 だ っ た とい え よ う。 こ の 法 律

に よ り，園，県，自治体 の そ れ ぞ れ の 責任 が分担 さ れ，

防災は 市町 村 が 責任 を 有す る も の と さ れ ，市町 村が 防 災

計 画 を 策定 し，危 険 場 所 の 周 知，緊 急時の 防災体制の 構

築
・
整備 ， 避難勧告や 避難指示 を行 う もの と され た 。

こ

の 仕組み が防災に 大き く寄与 した もの と思 わ れ る 。

　
一

方，水防団活動は昭和33年 に 第 二 次改止 が 行われ，

河川の 管理 は市 町 村が責任を有 す る よ うな仕組み とな っ

た。こ の た め，1970年は じめ に は 120万 人 以．ヒあ っ た水

防 団 員は 1980年 頃 に は 110万 人 を 切 る よ うに な り，地 域

住民 に よ る 河川 の 水害や 事故 に 対 す る 知 見
・
経験や H 常

時 の 堤防 の 維持管 理 活動 の 機会が 徐 々 に 失 わ れ て い っ

た ％

　昭 和 43年に 発生 した 飛 騨川 バ ス 転落事故は，104人 に

も達 す る 死 者 を 出 し た が，こ の 事 故 は，従来採 用 さ れ て

き た 防災構造物 に よ る 防災に 加 え て ，新た に 豪雨 時通行

規制 に よ る 防災を 目指 した 契機 と な っ た 。こ れ は 事前通

行 規制区 間 を 設 定 し，異常 気 象時 には 通行 rEめ を す る こ

とに よ り，崩壊 が発生 して も被 災 を防止 し よ う とす る も

の で あ り ， 現在 で も道路防災に 大 き く貢献 して い る。

　 4．5 学術的取 り組み

　 こ の 第 2 期 に お け る 学 術 的 研 究 体 制 は，第 1 期 が 個

別 の 分 野 で そ れ ぞ れ研 究 が進 め られ，そ の 結 果 の 交 流 も

少 な か っ た こ とを反省 して ， 学際的
・
総合的な 研究 体制

が整備 され た こ とが 大きな 特徴 で あ っ た。こ の 代表的な

組織 が，昭和35年 に 発足 した 「自然 災害科学総合研究

D凵 で あ る。し か し，こ の 研 究班 で は真 に 総合的な 研 究

は 残念な が ら進展 せ ず，個 別 の 研 究成 果 を ま とめ た 報告

書 が 出 され る こ とが 多 く，異な る 研究 分野の 研究 者 が議

論 し共 著で 出さ れ る 論文 が 少な か っ た。こ の た め ，この

期聞内 に 発生 した 臼然災害 に対 して 適切な提案 ・提言 が

で きなか っ た こ と も大 きな 反 省点 で あ っ た。

　 4．6 関西 地方 にお け る 災害

　 関西 に お け る第 2 期 の 主 な 災害 と して は，昭 和 36年 6

月 の 梅 雨末期 の 集中豪雨 に よ る 六 甲山麓の 斜面崩壊 災害

で は28名 の 死 者，家屋 の 全壊 140戸 が あ る。同年 9 月 に

は 第二 室 戸 台風 に よ る 強風 ・高潮災害が あ り，建物 の 被

害 は 136　504戸 で あ っ た 。昭和 40年 9 月，福井 県 を 襲 っ

た 風台風23 号は，最大瞬間風速42．5m を記録，多 くの

家屋が 倒壊，収穫 凵 前の 稲 に も大 きな 被害が 出 た。そ の

3 日後 に も台風24場が 福井県を 襲 い ，奥越地 方で は 七 砂

災 害 が，嶺南地方 で は 洪水 氾濫災害 が 発生 し，死 者 3337
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名，全 半壊家屋 5719 戸 に達 す る被害 を 受け た。昭和 42

年 7 ）］の 梅 雨 末 期 の 集 中豪雨 に よ る 六 甲山 系斜 面 崩壊

災 害で 神戸 市内 で は 90名 もの 尊 い 人命が失 わ れ，367戸

の 家屋全壊が 生 じ た 。ま た 同年 の 亀の 瀬地 す べ り地 で は，

地 す べ りの 再 活 動 が あ り，大 和 川 左 岸で 国道が 約20cm

隆 起 し た 。 昭利 51年 9月 の 台風 17号 に よ る 豪 雨 に よ り

兵庫県宍粟郡
．一

宮 田」で は 連続雨量 が 620nlm に 達 し．通

称抜 山 で 大規 模 崩壊 が 発生 し，約 100万 m3 の ［／砂 が崩

れ た 。

5． 災害 の 静穏期時代 ：第 3 期 （1980年代か ら

　　阪神 ・淡路大震災以前まで ）

　 5．1　 災害 の 内容

　 こ の 時 期 100人 以 上 の 死 者 ・行方 不 明 者 を 出 した 自然

災 害 事例 と して は，昭和 57年 ，長崎 を 中 心 に し た 7，8

月豪 雨 災害 お よ び 台風 10号 に よ る 災害 （439），昭 和58

年 の 日 本海中部 地 震 （104）お よび 山 陰 西部 の 梅 雨前線

性 豪雨 災 害 （117），平 成 5 年 の北 海 道 南西 沖地 震 （230）
の 4 件 を 数 え る に 過 ぎ ず ，第 2期 の 7件 に 比 し て 大幅

に 減少 し て い る。地 震 や 火山 災害 と し て は 昭和 59年 の

長野県西 部 地 震 く29．），平成 2 年 の 雲 仙普賢岳 火砕流災

害 （44）が あ る 。

　 5．2　 災 害 の 原 因

　 こ の よ うに 被災件数 や 死 者
・
行方不明者 が減少 して い

る 原因 とし て は，台風 が 図
一 2 に 示す よ うに 発生数，接

近数共 に少なか っ た こ と に加 え て，大規模な地震 の 発生

や 梅 雨 末 期 の 集 中豪 雨 が 少 な か っ た こ とが大 き な原 因 と

して 考 え られ る．

　 5．3　災害 へ の 対応

　 こ の 時期は 公的な 予算 に よ る 防災構造物 の 施 工 が 防災

に大きな役割を占めた こ とも災害の 発生が少 なか っ た と

考え ら れ る。さ ら に，第 2 期 に構築 さ れ た 地 域防災計

両 等 の 仕 組み に よ る対策も実 っ た こ と も
一

因 に 挙 げ られ

る で あ ろ う。

　 5．4　社会制度 と し て の 防災

　 こ の 時期 は大 規模な 災害 の 発生 が少 な く，多 くの 人 々

は 公 が 施 工す る構造 物 や 防 災 に関 す る社会 制度の 構築 が

達 成 で き た もの と勘 違 い し，第1 期 に 大 き な 役 割 を 果

た した 地 域 住民の 連 携 に よ る 防 災の 仕組 み ，水 防 団 活動

は 更に 少 し ず つ 減少 し て い っ た。こ の 第 3 期 の 終 わ り

頃 に は 水 防団員 は 100万 人 を 切 る よ うに な り3 ，ま た ，

水 防 団員の 高齢 化 が 顕 著 に な り，人 の 力に よ る 水 防活動

は 衰退 して い っ た。

　 5．5 学術 的取 り組 み

　学 術 的な 研 究 の 内 容 は，災 害 を防 ぐ こ とが 研 究 の 目的

に な っ て き た。斜 面 崩壊研 究 も，従来の メ カ ニ ズ ム 研 究

か ら積極的 に 崩壊 を予知 ・
予 測 す る た め の 研 究 が 盛 ん に

な っ て き た。そ こ で は 数 量 化 法 を用 い た 危 険 斜 面 判 別 方

法 や地 形情報 を 活用 した危 険斜面 判 定 方 法 な どが 提 案 さ

れた。また ，斜面崩壊 の 発 生 メ カ ニ ズ ム に 着 目した 研究

と して は ，無限長斜面安定解析法 を 用い て 地形情報を 活

用 し た 斜面崩壊発生 位置 の 予知 法 も提案 さ れ て きた 。
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　 加 え て ，第 2 期 か ら道 路 の 通 行 規制 で姶 ま っ た 危 険

時刻 の 予 測 法 に関 して は，総 降 雨 量 と短 時 間 降 雨 強度 を

有効降雨 量 で評価 す る砂 防方式や ， 先行降雨 を 評価す る

た め タ ン ク モ デル を活用 した 手法 ， 降 り始 め か ら の 土中

水 の 挙動を解析 す る た め不 飽和浸透解柝を 活用 した 手 法

等が提案 され る な ど大 き く進展 した。

　第 2 期 に 大 き な 役 割 を 果 た し た 自然 災害科学総合研

究 班 は，規 模 が縮 小 さ れ る こ とに な っ た。　
一
方，自然災

害学会が 昭和 56年 に ，ま た 地 域安全学会 が 昭 和 61年 に

設立，第 4 期 の 平成 1ユ年 に は 日本災害情報学会 が 設立

す るな ど，災害 を い か に して防 ぐか，あ る い は 減少 さ せ

るか に関 す る研 究 が 進 め られ る こ とに な っ た。

　5，6 関 西 地方 に お け る 災 害

　 こ の 第 3 期 に お け る 関 西 地 方 の 災害 は ，筆者 の 知 る

限 りで は大 きな もの は 発生 して お らず，全 国 的 な傾向 と

一
致 し て い る。

6． 防災に 加え て 減 災 の 視 点が 加 わ っ た時代 ：

　　第 4 期 （阪神 ・淡路 大震災 か ら現在まで）

　6．1 災害の 内容

　1995年 1 月 17 日 に 出 現 した 兵 庫県 南部地 震 は，近 代

的 な都市 直下 で 初 め て 出現 した 大 地 震 で あった 。 死 者は

6437 名 に も達 す る戦後 で 最 も 大 きな 臼然 災害 と な っ た 。

阪神
・
淡路大震災 以 降 に も地震 が 多発 し，平成 12年 の

鳥取県 西 部地震 （0），平成13年 の 芸 予 地震 （2），平成

15年 の 宮城県沖 を 震源 とす る 地 震 （0），宮城県北部 を

震 源 とす る地 震 （0），平 成 15年．
卜勝 沖 地 震 （2），平 成

16年 の 紀 伊 半 島 沖 ・東 海 道 沖 を 震源 とす る地 震 （0） お

よび 新潟県中越地震 （59），平成 17年 の 福岡県西方沖 を

震源 とす る 地震 （ユ），平成19年 の 能登半島地震 （1） お

よび新潟県中越沖地震 （15），平成 20年 の 岩手
・
宮城県

境 内陸地 震 （13）の 11件 が 発生 して い る が，西 南 日本

で は こ の うち の 約 半数が 発生 した。

　
一
方 ，こ の 期 で は 豪雨 災害 も 多 発 した。20人 以 Eの

死 者
・
行方 不 明者 を 出 し た 豪 雨 事例 と し て は ，平成 9

年の 鹿児島県出水 土石 流災害 （21），平成 10年 の 東北地

方の 8 ∫］末 豪雨 災 害 （22），平 成11年 の 西 日本 を 巾心 と

す る梅 雨 舸線 性 豪 雨 災害 （39）お よ び 台風 ／8号 災害

（3ユ），平 成 15年の 梅 雨前 線性 豪雨 災害 （23），平成 16年

の 台風 ユ8号 災害 （45），台風 21 号災害 （27）お よび 台風

23号災害 （98），平成 17年 の 台 風 ユ4号 災害 （29） と数 多

く発 生 し ，8件 もの 台風 や 集中豪雨 に よ る 災 害が 発 生 し

て い る。

　 6．2　災害 の 原 因

　第 3 期 で は 少 な か っ た 地震 が ，兵庫県南部地震 を 契

機 と して 多発 す る よ うに な っ て きた。特 に ，地 震静穏期

で あ っ た とい わ れ た 西 南 日本 に も大 きな地震 が 続発 す る

よ うに な っ て きた こ とが 大 きな 特 微 で あ る。

　 一方，雨 の 降 り方に も大 きな 変化 が 出 現 した 。図
一 3

は，こ こ 30年間 の 時 間雨 量 50mm 以．Eの 年 間 出現 同数

を 示 した もの で あ る5）
。

こ の 図 よ り，平 成 7 年 以 降 の 10

年間 で は 大 き な 降雨 強 度 の 出現 頻 度 が 30年 前 に比 して
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図一3　 降雨 強度50mm 以上 の 出現 同 数5）

L4 倍 近 くも多 くな っ て い る こ とが わ か り，洪 水 や 土 石

流災害発生 の 原因 に な っ て い る こ とが推定され る。

　以 上 述 べ て きた こ とか ら，第 4 期 で は ，再び地 震 や

台風
・
集中豪雨 に よ る災害が増大 して きて い る こ とが特

徴的 で あ る。

　6．3 災 害へ の 対 応

　阪神淡路大震災は，大地震 に 対 す る 震災対策 と して ，

新た に レ ベ ル 1 や レ ベ ル 2 の 概念 が提案 さ れ る と共 に．

従来 の 技 術 基 準の 改正 も数多 く行 わ れ た。ま た 宅地 で も，

従来経験 し た こ と が な か っ た 宅盤が 変状 す る 現象に 対応

す る た め 平 成 18年 に 法律の 改正 が 行 わ れ ，将来の 地 震

に 対 す る宅 地 耐 震策の 導入 の 仕 組 み が 出来上 が っ た 。

　6．4　社会制度や 住民の 取 り組みと して の 防災

○ 自助
・
共助の 再認識

　阪神淡路大 震災は，国民 に 大 きな イン パ ク トを 与 えた。

そ れ は 災害 は 防 ぎ きれ る もの で は な く，い つ で も ど こ で

も起 き る 可 能性 が あ る こ と を 示 した も の で あ っ た 。こ の

た め起き る か も しれ な い 災害の被災 を少 な くす るた め の

備 え が 新 た に 必 要 で あ る こ と が 明 らか に な り ， 第 3期

まで の 「防災 1 に 加 え て，「減災一1 とい う新しい 研究 が

新 た に必 要 に な っ て きた。こ の 「減災」 を 達成す る た め

に は，第 3 期 で ほ ぼ 消滅 し た 地 域 住 民 の 連携 に よ る

「自助 」 や 「共 助 」 に よ る 防 災 が必 要 に な っ て きた こ と

が 再 認識 さ れ た。

○斜面防災 の た め の 空 間の 創造 と危険区域の 設定

　 さ らに ，斜面崩壊 に よ る 土 砂 災害 が発生して も崩壊⊥

砂 が 住民 の生活空間 に 及 ばな い よ う に 「斜面 防 災空間」

を 都 市 内 に創 造 し て 災 害 を減 少 さ せ る こ と，お よ び避 難

に よ り減災 を達成 す る た めの 新 た な 手法が 提案され た。

前者 は，平成 7年度 か ら実施され た 「グ リ
ー

ン ベ ル ト

事業 」 で あ り，後者 は 平 成 13年 に 施行 さ れ た 「土 砂 災

害警戒区域等に お け る ヒ砂災害の 防IEに 関す る 法律」 に

よ り設定 され た 「土 砂 災害警戒区域」 等で あ り，避難 は

こ の 土砂災害警戒 区 域等 に お け る 豪雨 時の 減災行動 で あ

る 。

○避難 の た め の 基準 の 整備
・
導入

　 こ れ ら警戒区 域 に 対 して ， い つ 避難行動 を 開始 す るか

とい う 避 難時刻 の 判定手法 に 関 して は，平成 12年 に 気

象庁 か ら 「土 壌 雨 量 指数 」 が 提案 さ れ ，平成 17年 に は

こ の 土 壌 雨 量 指 数 と短期時間 雨 量 の 二 つ を 活用 し た 土 砂

災 害警戒 雨 量 が提案 され ，現在，土 砂 災害警戒情報 に 活

用 さ れ て い る 。 ま た，地 形 モ デ ル に ア メ ダ ス 解析 雨 量 と
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短時間降雨予測を入力するこ とに より，空間的に 危険な

斜面を 予測 し よ う とす るモ デル も学 術 的 に提案され て い

る。こ の モ デル に よる 結果は時間 と共 に変化す る降雨 の

影 響を 評 価 し た手 法 で あ り，降 雨 量 の 変 化 に 対 応 した 危

険斜画の 予測 結果 を通 して 斜 面 崩壊 の 危険が 迫 っ て くる

危険度認知 に有効で あ り，結果 として 住民が避難行動 に

移 り減 災 を達成 す る動機付け に有 効 とな ろ う。

　 6、5　学術的取 り組 み

　第 4 期 に お け る 災害 に 関 す る 学術的研 究 は ，新 た な

目標 とな っ た減 災 を 達 成 す る た め の 研 究 が 盛 ん に な った。

斜面関係 で は不飽和浸透 に 関 す る研究が 進展 し．雨 水 の

挙動 に関 す る研究が行 われ る よ うに な っ て きた。しか し，

こ の 不飽和浸 透 モ デ ル を考慮した崩壊メ カニ ズム の解明

ま で に は至 っ て い な い。ま た，斜面崩壊の 予 知
・
予測モ

デル で は ，第 4 期 で 新 た な 画 期的 な モ デル の 提案 は 未

だ行われ て い な い よ うに 思 え る 。

一
方 ，

い つ 危険 にな る

か とい う危険時期の 予 測の 問題 に 関 して は，降雨 観測技

術 の 発 展 に よ り大 き く進 歩 した。気象庁で は 平 成 3 年

か ら レ
ーダー

ア メ ダ ス 解析雨 量 を 導入 し，平成 18年度

か らは 解析単位 を ユ× 1km2 と して い る。降雨 予 報 は，

3 時問 お よび 6 時間 の 短 時間降 雨 予 報 に 加 え て，1 時 間

先 ま で の 隆 雨 量 を 10分間単位 で 予報 す る 降雨 ナ ウ キ ャ

ス トを導入 して い る。こ れに よ り局所 の 降雨分布 の 把握

お よび短時間降雨 予 報 が 可 能 とな り，土壌雨 量 指数 や 地

形 を 考慮し た危 険斜 面 予知 モ デル へ の 活 用 が 今後も進 展

す る と思わ れ る。　 ・
方，現地 で 土 中水分 量 や 変位 を 直接

観測 し，こ れ を危険時刻 予測 に活用 し よ う とす る リア ル

タ イム 崩壊予測 の 研究 も進展 して い る 。

　 6．6　関西地方に おける 災害

　 阪神
・
淡路大震災以 外 で は ，平成 16年福井市 を 巾心

とした 豪雨 に よ り足 羽 川 左 岸 が決 壊 し，大 きな 被害を 牛

じ た。同年 10月 に は 台風23号 が 兵庫県 を 襲い ，円山川

右岸が決壊 す る 災 害が 生 じた。こ れ に よ り豊 岡 市 内は 浸

水 し ， 激甚災害対策特別緊急事業 として 復 旧 が 進め られ

て い る。

　 ご く最近 の 災害 と して は ，平 成 20年 7 月 神 戸 市 内 の

都 賀川 で 集 中 豪 雨 に よ り川 に 取 り残 さ れ た 5 名 が 水 死

す る 事激 が 生 じた。これ も，図
一 3 に示 した近年の 降雨

の 特徴 で ，突発的で，大 きな 降雨 強度 を もっ た 集中豪雨

を観 測 す る 体制 の 整備 が 平 成 2ユ年度 よ り進 め ら れ て い

る。
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