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1． 土砂災害 ハ ザー ド

　土 砂 災害の 危険性 （リ スク）を 考 え る上 で 必要な情報

は，ど こ で，い つ ，どの くらい の 頻度 で，どの くらい の

規 模 で ，どの く らい の 被害を 伴 っ て ，とい っ た もの で あ

る が，こ れ らす べ て が そ ろ え ば災害 の リス ク を あ る程度

正 確 に理 解す る こ とが で き る 。

　 しか しな が ら，発生 タ イミ ン グ に 関 して は，主 に降雨

の 実況が強く影響す る た め，リア ル タ イム で の 危険度変

化 を 追 跡 す る こ と に な り，情報処 理 の た め の 設備 や 組織

な どの リソース とし て非常に 大 き な もの が要求 され る。

例 え ば ， 現在全国 で運用 され て い る 「土 砂 災害警戒情報」

は実況降雨 に お け る メ ッ シ ュ ご との 士 砂災害 リ ス ク を表

現す る も の で あ り，そ の 精度や 使 い 勝手 に つ い て は更な

る改善が望 ま れ る も の の ，新規指標 とな るデータ の取得，

デ
ー

タ収集
・
処理能力 ， デ

ー
タの 解析手法 ， 情報伝達の

手続 き，とい っ た各 ス テ ッ プに お い て 多大な設備投資等

の 努力 が必要 とな り，費用 や要員の 面 で 現実的 な 困難を

伴 っ て い る。

　
一

方 で ハ ザ
ードに 関 し て は ， 降雨 規模 や 土 砂 移動現象

の 影響範囲，保全対象等 の前提条件を想定
・
調査す る こ

とで ，事前 に あ る程度の 情報提供が 可能に な る。そ の た

め ，昭 和 50年代 か ら は 土 砂災害危険箇所 図 とい っ た ハ

ザードマ ヅ ブ を 作成 す る 取 り組 み もな さ れ て きた が ，平

成 12年に制定 された 「土砂災害警戒区域等 に おける土

砂災害防止 対策の 推進 に 関 す る法律」（以 下 ，土 砂 災害

防止法） に よ っ て ，ソ フ ト対策 の 対象範囲が 明確 に 示 さ

れ る こ と とな っ た 。 本 稿で は，土 砂 災害 ハ ザー
ドの情報

で あ る 「土 砂 災害危険箇所 」 と土 砂災害防 IEtaに よ っ て

指定 さ れ る 「土砂災害警戒区域」 に つ い て概説 す る 。

2． 土砂 災害危険箇所

　 日 本 は 国土 の 7 割 を 山地
・丘 陵地が 占め，豪雨 や 地

震も 多発 す るた め ，土 砂 移動現象を発生 さ せ る斜面や 渓

流 は無数 に 存在す る 。

　土砂移動現象 が あ っ た場合に，保全対象 （人命 ・施設

等） に 直接被害が及 ぶ，す な わ ち 「災害」 とな る可能性

の あ る 場所 が，士砂災害対策上 重 要 な箇所 で あ る。し た

が っ て，こ の 場所 を 土 砂 災害危険箇所 として把握す る こ

とが対策の 基本 とな る 。 土 砂 災害対策 は，危険箇所 と し

て把握 す る こ とに始 ま り，必 要 な構造物を 建設 す る こ と

（ハ
ード対策）お よび 必 要 な情報 の 提供 や 土地 利用規制

等を す る こ と （ソ フ ト対策）が 公 的に 行わ れ る こ と にな

る 。

　 国 土交通省に おい て は，土砂災害危険箇所は土砂移動

現象の 種類別に 抽出 して い る 。   雨 や 地震が誘因 とな り

急傾斜 な斜面が．一
気 に 崩落 す る 崖崩れ に 対 して は 急傾斜

地崩壊危険箇所 と して （写真一 D ，  大 量 の 水 が 誘因

とな り急速 に 土砂 が流下す る土 石 流 に対 して は 土 石流危

険渓流 と して （写真
一 2），  通常は 広域 な 緩勾配斜面

がゆ っ くりと動き続けて い る地すべ り地域 は 地 す べ り危

険箇所 と して （写 真一 3）抽 出 して い る。な お，土 石流

危険渓流は，保全対象の 種類や 数 に よ っ て ラ ソ ク 分 け さ

れ て い る。
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a）急傾 斜 地の 崩壊 b） ：ヒ石 流 c＞ 地滑 り

図
一 1　 土 砂 災害警戒区域 お よ び土 砂 災 害特別警戒 区域

3． 土砂災害防止法

　従来，土砂災害防止工 事等の 実施 に より土砂災害 の 危

険箇所の 整備が 進 め られ て きた が，土 砂災害 に よる犠牲

者は依然後 を絶 た ず，その
一

方 で 危険な 地区 に 人家等が

立 地 し続 け て い る状況 に か ん が み，現地 対策 とあ わ せ，

被害が 生 じる おそれが あ る区域 に おけ る警戒避難体制の

整備，建築 ・開発規制等の 対策を充実させ る こ とに より

効果的 な土 砂 災害防 ［E．対策を講 じる 必 要 が あ る とさ れ，

土砂災害防止法 に おい て 次の 措置 が 盛 り込まれた 1）。

　1） 土 砂 災害 の お そ れ が あ る 区域 （土 砂 災害警戒 区

　　域）を明 らか に し，当該区域内 に お い て ，個別 の

　　箇所 ご とに，土 砂災害 の 特性 （突発性 ・瞬時性 を

　　有す る ，人的被害 に つ な が る 等）を 反映 した 警戒

　　避難体制 の 整備 を 図 る。

　2）　 こ の うち ， 特 に 危険 の 著 し い 区域 （土 砂災害特

　　別警戒区域） に おい て は，

　 ・ 高齢者，障害者，乳幼 児 そ の 他 の特に防 災 上 の 配慮

　　 を要す る 者 が 利用 す る 施設 の 建築お よ び住宅宅地 分

　　譲 を 目的 と した 開発行為 に対 し，許 可 制 を 導入 す る。

　 ・ 居室 を 有 す る建築物 に おい て の 構造基準を設け る。

　 ・災害を受ける おそれが著 しい 既存の 建築物 に 対 して

　　移 転等の勧告 を 行 う 。

　 上 砂災害警戒区域 は 都道府県知事 に よ っ て，土砂災害

の 発生原 因 とな る 自然 現 象 の 区 分 ご とに，次 に 掲 げ る土

地の 区域 が 指定され る こ ととな る。

  急傾斜地 の崩壊

　 ・ 傾 斜度 が 30度以 上 で 高 さが 5m 以 上 の 区域

　 ・ 急傾斜地 の上 端 か ら水平距離が10m 以 内の 区域

　 ・急傾斜地 の 下 端 か ら急 傾 斜 地 の 高 さ の 2 倍 （50m

　　 を超 え る場合は 50m ）以内の 区域

  　土石流

　　土 石 流 の発生 の お そ れ の あ る渓流 に お い て ，扇頂部

　か ら下 流 で 勾配 が 2 度 以 ⊥ の 区域

  　地 滑 り

　 ・ 地滑 り区域 （地滑 りして い る 区 域ま た は地 滑 りす る

　　お そ れ の あ る 区域）

　 ・地滑 り区域下端 か ら，地 滑 り地 塊の 長 さ に 相当す る

　　距離 （250m を超 え る 場含は ，250m ） の 範 囲 内 の

　　区域

　また都道府県知事は，土砂 災害警戒区域 の うち ， 急傾

斜地 の 崩壊等が発生 した場合 に は建築物 に 損壊が生 じ住

民等 の 生命 ・身体に 著しい 危害が 生 ず る お そ れ が あ る と

認 め られ る土 地 の 区 域 で，特定開発行為 の 制限お よび 建

築物 の 構造 の 規制 を す べ き土 地の 区域 を 土 砂 災害特別警

戒区域 として 指定す る こ とがで きる （図
一 1）。

　土 砂 災害危険箇所 と土 砂 災害警戒区域 は よ く似 て い る

が，土砂災害危険箇所は保全対象 に対 して 影響 を与 え る

よ うな 土 砂 移動現 象 が発 生 す る場所 を 示 して い る の に対

して，土砂災害警戒区域は土砂移動現象 に よっ て 保全対

象 が 影響を 受 け る範 囲 を 示 し て い る とい え る 。 す な わ ち，

木造住家が 崩壊す る程度以上 の移動 土 塊 に よ る 外力が移

動土 塊に よ り与 え られ る区 域 の こ とで あ る。ま た，こ の

外力は 政令 に よ っ て 現象毎 に 定 め られて お り，い わ ゆ る

告示式に 現地の 地 形条件 ・土質条件 を 入 力す る こ とで 求

め られ る。地 形 の 確認 に は，近年 は LP デー
タ （高精度

の 航空 レ
ー

ザ測 量 デ
ー

タ） を活用 す るの が
一一一
般 的 に な っ

て い る。

4．　 ま　 と　 め

　 こ れ ま で，土 砂災害防止の た め の 情報は必ずしも有効

に 活用 され て こ な か っ た。土 砂 災害防止 法 の 施 行 に よ っ

て ソ フ ト対 策 に 必 要 な情報 に 法的根拠が 与 え られ た こ と

は，土 砂 災害防止行政 に と っ て エ ポ ッ ク メ イ キ ン グ な こ 、

とで あ っ た 。 山麓部等で の 新 た な住宅団地の 開発などに

よ る土砂災害危険箇所 の 増加 を抑制 す る効果 も期待 で き，

現在 ，全 国で 警戒区域 の 指定 が進 め られ て い る。

　しか しな が ら，指定区域内で も未だ に被災 す る事例 は

数多 くあ り，情報の精度向上 な どの 技術的改善 に加 え，

住 民や 防災担当者 へ の 防災教育 が 今後の 課題 の
一

つ で あ

る と考え られ る。
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