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土砂災害 ハ ザ ー ドマ ッ プ

2． ハ ザー ドマ ッ プと土砂災害対策

　　　　　 大 野 宏 之 （おお の ひ ろ ゆ き）

広 島県土木部長 （前 　国土 交通省　砂 防部砂 防計画 課　砂防 計画調 整官）

2．1 は じ め に

　我 が 国 で は 毎年 1000 件 も の 土 砂災害が発生 し，多 く

の 人 命 が失 わ れ て い る 。 原因 と して，日本の 地 形 が急峻

で ，地 質 も脆弱で あ り， さ らに梅雨 や 台風 に 伴う豪雨 が

多 い 事 ， ま た 火山，地震活動 が活発 で あ る等の 自然条件

が あげ られ る。また 国 土 の 7 割が山地 ，丘 陵地 で あ り，

非 常 に稠 密 な 土 地 利 用 が 行 わ れ て い る とい う社 会条 件 も

災 害 の 原 因 とな っ て い る 。

　2006年 も1400 件を超 え る土砂災害が発生、し，25名 も

の 人命が失 わ れ た 。 全 国 に は 21万 箇所 に も お よ ぶ 土 砂

災害危険箇所 （人 家 5戸以 上 ）が あ る。こ れ は 土 石 流，

地 す べ り，が け崩 れ が 起 こ っ た 場合 に 人命，人家，公共

施設等 が被害 を 受け，災害が 発生 す る危 険 性 が 高 い 箇所

を 示 し て い る 。
こ れ らの 箇所で は，施 設 に よ る整備等 が

行 わ れ る の で ある が ， そ の 整備状況 は 低 く， 全国平均 で

は約20％に すぎな い。

　 こ の よ うな状況を鑑 み る とき，土砂災害か ら人命 を守

るた め に は，警戒避難体制を 整備 し，土 石 流，地 す べ り，

が け崩 れ が起 こ る 前に 安全な 場所 に 避難 して も ら う必要

が あ る。

　また，国土 の 中で 土 砂災害 を受 け や す い 土 地 の 利用 規

制 を行 うこ と も必 要 で あ る 。 こ れ らの 施 策 を実施 す る た

め に は，どの 箇所 が，どの 範囲 ま で 危険で あ るか を示す

必 要 が あ る 。そ の た め に は，全 国 を調 査 し た 上 で，ハ

ザードマ ッ プを整備 し，こ れ を 活用 した警 戒 避 難 体 制 や

土 地 利 用 規制 を行 い
， 少な く とも人命を恐ろしい 土 砂災

害 か ら守 らなければならない 。今後 と もこ の ハ ザ
ー

ドマ

ッ プの 整備，活用が急がれて い る。

　 こ の章 で は，ハ ザードマ ッ プ に 関連 す る現在ま で の 国

の 施策 とその 内容 に つ い て 紹介 を行 う もの で あ る。

2．2 今まで の取 り組み

　2．2．1 土 砂災害危険箇所 の調査 の 経緯

　土 石 流 の 危険渓流 の 調査が 初め て全国規模 で 行 われ た

の は，1966年 に 山梨県足和 田村 の 西湖根場 の 集落 が 土

石 流 で 全 減 し た 「足 和 田 災 害」 を契機 と して い る。元 々

は予 防 的 砂 防 施 設 を計 画 す るた め の 行 政 の 基 礎 資料 と し

て 調査 が 行われ た 。 その 後 ， 1967年 に はが け崩れ危険

箇所 が，1969年 か ら地 す べ りの 調査 が 開始 さ れ て い る。

以降，お お む ね 5 年に 1 度程 度調査 が実施 さ れ て き て

い る。さ らに ，1974年の 小 豆 島災害，1976年 の 仁淀川

災 害 を受 け て ，土 石 流危険 区域 の 公示 に 努め て きた とこ

ろで あ る。

　2．2．2　土 砂災害危険箇所調 査 の結果

　現在 ， 国が 公表して い る 土 砂災害危険箇所 は人家 が 5

戸以上 存在 す る箇所 に つ い て 集計す る と21万箇所 に な

る が，人家 5 戸未満，0戸 の箇所を含む と52万 箇所もの

数 に なる （表
一2．1参照）

1）。こ れ は2003年調査 に よ る数

で あ る 。

　 また そ の 数 は 土 石 流，が け崩 れ，地 す べ りご とに み て

も調査 の 年度 ご とに その 数が増 え続 け て い る （図
一2．1

〜2．3參照）。 こ れ は，都市 化 に伴 い ，人 家 が 山地 ，丘 陵

部 に伸展 して い る事 が原 因 の
一

つ と して あげ られ る 2）。

また，調査 に 用 い る 地 図の 縮尺 の違 い な ど調査精度が 向

上 して い る こ と もそ の 原因 の
一

つ で あ る。

　参考）2003年調査 に よ る土 石 流危険箇所 の 定義
3）

　  　土 石 流危険渓流 ： 土 石流発生 の 危険性 が あ り ， 1

　　戸以上 の人家 （人家が 無 くて も，官公署，学校，病

　　院等の 公共的な施設等の 有 る場 所 を含 む） に被害を

　　生 ず る恐 れ の あ る渓流。今回 調 査 で は土 石 流 危険渓

　　流 に 準 ず る渓流 として 住宅地 が 新規 に 立 地 す る 可能

　　性が あ り，一
定要件 を満 た した 渓流 も調査対象 と し

　　て い る 。

　  　地 す べ り危 険箇所 ：地 す べ りの 発生 す る お そ れ の

　　あ る箇所 で ，人家 （人家が 無 くて も官公署，学校，

　　病院 等 の公 共 的な 施設等の 有 る場所 を含 む） に被害

　　を 生 ず る恐 れ の あ る箇所 を い い ，国 土 交 通 省 所 管 の

　　地すべ り対策事業 が 実施され る可 能性の ある箇所を

　　対象 に調査を実施。

　  急傾斜地崩壊危険箇所 （崖崩 れ 危険箇所）： 傾斜

　　度30度以 上 ，高さ 5m 以 上 の 急傾斜地 で ，1戸 以上

　　の 人家 （人家 が 無 くて も，官公署，学校，病院等 の

　　公共的 な施設等 の 有 る 場所 を含 む ） に 被害 を生ずる

　　恐 れ の あ る箇所 。 今回 調査 で は急傾斜地崩壊危険箇

　　所 に準 ず る箇所 として 住 宅地 が新規 に立 地 す る可能

表一2．1 土 砂 災害危険箇所

し 危険箇所 数 うち、人家 5 戸 以

　 上 の 箇所数

［石流 危 険渓 流 183 β 63 89 ，518
急傾 斜地崩 壊危 険 箇 所 330 ，156 113 ，557
地すべ り危険箇所 11 ，288 一

合 計 525 β 07214 ，563 ※

※ 地す べ り危険箇所に つ い て ぽ、人家 5 戸以 上の 数に つい て 調査 が実

施 され て な い た め、地す べ り危 1倹箇 所 の 全 て を加 えた．
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図
一2．2 地 す べ り危 険箇所数の 推移
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図一2．3 急傾斜地崩壊 危険箇所数の 推移

　　性があ り，一
定要件を満た し た箇所 も調査対象 で あ

　 　 る。

　 2．2．3　土 砂 災害 危 険箇 所調査結果の 活用 と課題

　土 砂災害危険箇所 の 調査結果 が，住 民 の警戒避難 に用

い られ ，い わ ゆ る 施設中心 の ハ ード対策か ら ソ フ ト対策

へ 施 策転 換 が 行 わ れ た の は ，1982年 の 長崎豪雨 災害 か

らで あ る。こ の 災害は 299名の 人命 が失 わ れ た 近来 まれ

に 見 る大 災害で あ っ た が ，そ の うち225 名 は 土 砂 災 害 に

よ る死 者 で あ っ た 。 土 砂 災害で は人 命 が 失わ れ や す く，

土 石流 ， が け崩 れ ， 地 す べ りが 発生 して か ら避難するま

で の 時間は ほ とん どない た め，事前 の避難行動が重要 で

あ る。しか し そ の ために は，自分た ち の 住んで い る どの

地 域が 危険で あ り，ど こ へ 避難す れ ばよ い の か を事前 に

住民が 認識 し て い る 必要 が あ る。こ の 長崎災害以来，土

砂災害危険箇所 を 地 図 に 記 入 し，住民 配布 を 行 っ た り，

役 場 等 で供覧で きる よ うに し，事前 の情報 提 供 に努め て

きた 。

　豪雨 を対象 と した土 砂災害危険箇所は，1／25000の 地

形 図 に 危険箇所 を記 入 し，都道府県 ご とに整備 して い る。
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こ れ らは原則 として 住民 が箇所 を 確認 す る事 が で きる よ

うに な っ て い るの で あ る が，県 に よ っ て は さらに 積極的

に ホー
ム ペ ージ 等で 公表 して い る とこ ろもある。

　また，危険箇所周辺の 住民 に県が は がき で 周知 して い

る 例 もあ る。現時点 で は ，約 94％の 市 町 村 で 公表 さ れ

て い る 。 しか し，こ の 公表方法で は危険 な箇所 は 明示 す

る も の の ，土 砂が ど こ ま で 氾濫 す る の か な ど の 情報 は精

度の 問題 もあ り公 表 を控 え て い た 。
つ ま り，土 石 流等が

発生 す る場 所 の み を 示 す もの で あ っ た 。

　そ こ で ，平 成 11年度 よ り，地形条件等 に よ っ て 土石

流等 の到達
・
堆積

・
氾濫が 予 想 され る 区域 で，地 形 ，過

去 の 実 績等 を 基 に，想 定 さ れ る最 大 規 模 の 土 石流 ，が け

崩れ が到達
・
氾濫す る と予想 され得 る範囲を 「土砂災害

危険区域 」 と して 調査 が実施 された。現地点で は，約

72％の 市町村 で公表 され て い る4）。しか し，こ れ は あ く

まで 行政 に よ るサービ ス で あ るた め，そ の 取 り組 み も都

道府県，市 町村毎で まち ま ちで あ っ た。ま た，危険箇所

調査結果 を積極的に 活用 し，土 砂災害 を 想定 した避 難 訓

練を実施 し て い る地 方 自治 体，町 内会等も有る
一

方 ，
こ

の よ う な危 険箇所 が
一
卜分 に浸透 して い な い 地 域 も多 くあ

るの が事実 で あ る 。

2．3　土砂 災害防止法と ハ ザ
ー

ドマ ッ プ

　 2．3．1 土 砂 災 害防 止 法 に っ い て

　土砂災害 に 関す る警戒避難体制が法的 に整備 さ れ た の

は 2001年 に 施行され 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 」 と称 す）に よ る。 こ の 法律 は 死者24名 を 出

し た 1999年 の 広島災害 を 契機 と して 法整備 が 図 ら れ た。

こ の 法律を もっ て 初め て 土 砂災害が発生 す る恐 れ が あ る

土 地 の 区 域 が あ き らか にな り ， 当該区域 に お け る警戒避

難体制の 整備 が法的に は か れ る こ と とな っ た。

　土砂災害防止法 で は，被害 を 受け る恐れ の あ る 区 域

（「土 砂 災害警戒 区 域 」） を 指定 した 上 で ，警戒避 難体制

の 整 備 を行 う と と もに ，警戒区域 の うち 家屋 に 損壊 が 生

じ る な ど特 に 著 しい 被害を 受 け る 恐 れ の あ る 区域 を 「土

砂 災害特別警戒 区域 」 に指 定 し，  特定の 開発行為 に対

す る許可 制 （宅 地 分譲 や 災害弱者関連 施 設 の 建築等），

  建築物の 構造 の 規制，  建築物 の 移転等 の 勧告 を行 う

こ とに よ り被害 の 発生 を 軽減 し よ うと して い る （図
一

2．4）5）。

　2．3．2　基礎調査 と土 砂災害特別区域等 の 指定に つ い

　 　 　 　 て

　土 砂災害防止法 の 施行に 伴い ，土砂災害 に よ り被害が

生 じ る恐れ の ある 区域 （警戒区 域 ） を設定 す る と と もに ，

さ らに ，警戒 区域 の うち，建築物 に 損壊等 の 被害 が生 じ

る 可 能性が 高 い 区域 （特別警戒区 域） を 設定 す る こ とが

必 要 と な っ た 。全 国 に あ る膨大 な 土 砂 災害の 危険箇所 に

お い て，警戒 区域 ，特別 警戒区域 を設 定 す る に当 た っ て

は ， 「手法 の 簡易 さ 」 と 「精度 の 高さ」 を併せ 持 つ 必要

が あ る。こ の よ うな観点か ら，「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 施行 令 第 2

土 と 基礎，55− 10 （597）
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　　　　　　　　　　　　　　　↓
　 土砂災害警戒区域の指定【都道府県知事】
　 　 　 　 　 　 　 〔土砂 災害のおそれがある区域｝

● 警戒避難体制の 整 備

● 警戒避 難 に 関する事 項 の住 民への 周 知

广囎榔響

〈警戒避難体制 〉

・市町村 地域防災計画

〔災害対 策基本法）

図
一2．4　土 砂災害 防止 法の 概 要

条第 2 号 の 規 定 に 基 づ き 国土 交通大 臣 が 定 め る 方法 等

を定め る 告示 」 （平成 13年 3 月 28 日国 土交通省告示第

332号）が な さ れ た。

　特別 警戒区 域 の 設 定 に あ た っ て は，建築物 に損壊 が 生

じる 範囲を設定す る 必 要 が ある こ とか ら，  土 石 流，が

け崩 れ，地 す べ りに よ っ て生 じた 土 砂 の 移動 ・堆積 に よ

り土 砂 が建築物に作用 す る 力，  土 砂の 移動
・
堆積に よ

っ て建築物に 作用す る力 に対 す る建築物の 耐力を 推定 し ，

  が  を上 回 る範囲を抽出 し，「土砂災害特別警戒区域」

とする。そ れ に 対 し，過去 の 土 石 流等の 災害デ
ー

タを 分

析 し た 結果 に 基 づ き，土 砂 が 到 達 す る 可 能 性 の 区 域 を

「土砂災害警戒区域」 とす る 6）− 8＞。

　 ま た，土 砂災害警戒区域 お よ び 土 砂災害特別警戒区 域

の指定 そ の 他土 砂災害防止 法 に 基づ き行 わ れ る 土 砂 災害

防 止対策の た め の 調査 が必 要 な 区域 に対 し て ， 土 砂災害

の 恐 れ の あ る土 地 に関す る地形，地質，降水 の状況お よ

び土 地 利 用 状況 に 関す る 調査 を 「基礎調査」 と して ，平

成 12年度 よ り，都道府 県 が 実 施 し て い る （図一2．4）。

区域指定結果 は ， 通常 1／2500 の 図面 に 図示 され 住民 に

公開され て い る （口 絵写真
一13）。平成 18年末まで に，

23324 箇所 の土砂災害警戒区域，11535 箇所 の土砂災害

特別警戒 区 域の 指定が 全 国 で 行 わ れ て き た 。

　2．3．3　基本指針の 改定 と法改正

　2005年 7 月 に は，土 砂災害防止 法 が一
部改正 さ れ た。

Octeber，2007

こ の 改正 に 伴 い ，土 砂 災害警戒区域 に 指定 さ れ た 箇所 に

つ い て は，ハ ザ
ー

ドマ ッ プを作成 酒己布す る こ とが 義務

化 さ れ た 9）
。 ま た，平 成 18年 9 月 に は，近年，集中豪雨

等 に よ る土 砂 災害が 多数発生 し，多 くの 死 者
・
行方 不 明

者 が発生 す る な ど，警戒避難体制等の よ り一層 の 充実が

必 要 とな っ て い る こ とか ら，土 砂 災害防止 対策基 本 指 針

（土 砂 災害防止 法 に基 づ き，土 砂 災害の 防止 の た め の 対

策 の 推進 に 関す る基 本的 な方向を 示 す も の と して ，平成

13年 7 月 に 国 土交通大臣が 定め た 指針）を初め て 変更

し，土 砂災害防止対策 の 効果的 な 推進 を 図 っ て き た 10）。

指針の 変更に伴 い ，都道府県が 行う基礎調 査 に お い て ，

新 た に 警戒避難体制 に 関 す る事項 として ，ハ ザードマ ッ

プに 関 す る 調査を 行 うこ と と し た 。

　2．3．4 土 砂災害 ハ ザ
ー

ドマ ッ プの作成 と活 用

　平 成 17年 7月 に は ， 国土 交通省砂防部 で は ， 国土 技

術政策総合研究所 と連携 し，土 砂災害防止 法 の 改正 に よ

りハ ザ
ー

ドマ ッ プ を作成
・
配布 す る こ と が 義務化 さ れ た

こ とに 伴 い ，「土 砂 災 害ハ ザードマ ッ プ作成 の た め の 指

針 と解説 （案）」
11） （以下 ， 「指針 」） を作成 し た。±砂

災害ハ ザ
ー

ドマ
ッ プ とは，土砂災害警戒区域等な らびに

こ れらの 区域に おけ る土砂災害 の 発生原因とな る 自然現

象の 種 類 （急傾斜地 の 崩壊，土 石 流，地 す べ り）を表 示

し た 図面 に ，土 砂 災害防止 法 に 規定 す る 事項 （  土 砂災

害 に 関 す る 情報の 伝達方法，  急傾斜地 の 崩壊等 の恐 れ
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が あ る場 合 の 避難地 に関す る事項，  そ の他警戒

区域 に お け る 円滑 な警戒避難 を 確保す る上 で 必要

な 事項） を記載 した もの を い う。土 砂災害ハ ザ
ー

ドマ ッ プは市町村の 長が作成す る もの で あり，適

切 な方法 を用 い て住民 に 周 知す る こ とに よ っ て 警

戒 区域 に おけ る 円滑 な警戒 避 難を 確保 す る。

　 ：ヒ砂災害ハ ザードマ
ッ プに 関 して ，土 砂災害防

止 法施行規則 第5 条 に お い て ，必 要 な 措 置 と し

て 以下 の 2 点 が示 さ れ て い る 。

　○土 砂災害警戒区域 お よび 土 砂災害特別警戒区

　　域 な らび に こ れ らの 区域に お け る土 砂 災害 の

　　発 生 原 因 とな る 自然 現象の 種類 を表 示 した 図

　　面 に 法第 7条第3 項 に 規定 す る 事項 を 記 載

　　 した もの （電子的方式，磁気的方式その 他人

　　 の 知覚 に よ っ て は認識す る こ とがで きない 方

　　式 で 作 られ る記録 を含 む。） を ，印刷物 の 配

　　布そ の 他の 適切 な方法 に よ り，各世 帯 に 提供

　　 す る こ と。

　○前号 の図 面 に 表示 した 事項 お よ び 記載 し た 事

　　項 に係 る情報 を，イ ン ターネ ッ トの利 用 そ の

　　他 の 適切な 方法 に よ り ， 住民が そ の 提供 を 受

　　 け る こ とが で き る状態 に 置 くこ と。

　 土砂 災害ハ ザ
ー

ドマ ッ プは こ れ ら土 砂 災害防止

法 の 規 定 に基 づ き市 町村 の 長 が 作 成 す る もの で あ

り， 適切 な方法を用 い て 住民に 周知す る こ とに よ

っ て 警戒 区域 に おける 円滑な警戒避難を確保す る。

　 そ こ で ，指針 で は，土砂災害ハ ザードマ ッ プの

記 載 す る 内 容 は，共 通 項 目 と地 域 項 目 に わ け，

「共通項 目」 とは ，土 砂災害防止 法 に 基 づ く最小

限の記載項 目を い い ，すべ て の 土砂災害ハ ザ
ー

ド

マ ッ プに 記 載す る 項 目，一
方，「地 域 項 目」 とは，

土 砂災害防止 法 に基 づ き地 域の 特性 に応 じて警戒

避難時 に活用で きる情報 や ， 平常時 に お け る住民

の土砂災害 に関す る意識啓発等 に役立 つ 情報をい

い ，記 載 項 目に つ い て は作 成 主 体 で あ る市 町村 の

長 が判 断 す る項 目で あ る と し整 理 し た （表
一2．2）。

また，指針で は，土砂災害 の ハ ザ
ー

ドマ
ッ プは，

図
一2．5に示 した よ うに，同

一
の 避難行動 を と る

べ き地 区 単位 （避難 単 位）を 基 本 に共 通項 目 と地

域項 目を わ か りやす く表示 し，住民等の 意見 を反

映 しつ つ 作成 す る こ と を原則 と した （ロ 絵写真
一

14）。

　指 針 に 従 い
， 平成 18年 末時点 で ， 全 国 で ，

1109箇所作成 され て お り，今後，土砂災害 ハ

ザ
ー

ドマ ッ プの 作成を急 く
’
とともに，平常時に お

け る土 砂災害警戒区 域等 の 周知，防災知識 の 普 及，

土 地 利用調整等 に 活用 す る と と も に ，警戒避難時

に は災害時要援護者等 へ の 情報伝達，避難誘導等

に活用 して い く必 要がある。
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表一2．2　土 砂 災害ハ ザー
ドマ ヅ プの記 載項 目

項 　 目

O 土 砂災香警戎区域等並 びに こ れらの区域に おける土砂災害の兜生原因となる自然現象の種類

　（D 士砂災害警戒区 域等 ；土砂災害署戒区域及 び士砂災害特別 警戒区域

　（2）自然現象の 種類 ；急傾斜地 の 崩酸、土石流、地滑り

共

通

項

目

O 土砂災害に関する情報の伝達方透

　〔1）伝逮 手段

　　 く 記戟例 〉

　　　 平常時 （広域）： ボー厶 べ 一ジ、市町村だ より、テ レ ビ、ラジオ

　　　 平常時 （地域 ・個別）；回 覧楓 電語、F酬 、ホ
ーム ペ ージ、電子 メ

ー
ル

　　　 警戒遊難時 〔縻域〕：テ レ ビ、ラジオ

　　　 警戒 迦雄時 〔地域 ・個別 ）； 防災 行馼無繚 、サイ レン、広報 車 、電話 、F从 、電子 メ
ー

ル

　  伝逮経麟

　　 ・行政か ら住民への情報の伝達経路

　　 ・住民か ら行政への 情報 の 伝達経路

　※伝逮される情報につ い て も記載する こ とが整ましい。
O急傾斜地の 崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項

　　 ・醗難揚所 に関する情轍

O 圭砂災盲 に関する情報の伝達 方 法

　　 ・災虫 時要援護者関連施設への伝達手段及び伝達経路

O 急傾斜地の崩壊等の おそれがある場含の避難地に関する事項

　 　 ・主 要 な避難 路

地

域

項

目

O その池筈戒区域における円滑な筈戒避難を確保する上で必要な事項

　　 ・
雨 量情艱

　　 ・土砂災害警戒情報

　　 ・
警戒避 難基準雨量 （降雨 指標 値）

　　 ・避難 準備 情報

　　 ・避難動告情報

　　 ・避 難攅示 情穀

　　 ・避難時危険箇所

　　 ・土砂災害危険区域

　　 ・土砂災害の特徴

　　 ・土砂災害の前兆現象

　　 ・避難 が 困難 な楊合の対処 方 法

　　
・
土砂 災 害履歴

　　 ・避難時の心得

　　 ・避難時 の 携行物

　　 ・夜間時 の 避難 の 心 得

　　 ・広域的な警戒避難計画

　　 ・
観 光客 等を対 象に警戒避難 を確保す る上で必 要 な情蛾

　　 ・前兆現魚を確認した楊台の連絡方法

　　
・
災害時要 援護者 に対す る配慮

　　 ・そ の他

　　爨　 妻　 　 　 　 　 　 　 　 lM　帆．F，“　 遣．・　 　　　　 　　 P ほ晦報甲　F　 　　 、　 、P，、广 葺 ．　　　　　　　　　　　　 鱗

  市町 村地域 防災 計画

　　土砂災害警戒区域等

　　 土 砂災害危険区域等

　　土砂災害に関する情租の伝達方法

　 ・避 難 揚 所 、避 難路

　
・
災害時要援護者閥連施設

　 ・避 難 埜 準 雨 量 等

　
・
浸水想定区域に関ず る情報

　　モ の 他瞥戒 避難 に 関す る 情報

  基図

　
・
基礎調査時の使用地図

　　 L陀，500 の 数値地図

　　　（DM ・
オル ソ フ ォ ト1

　 ・都 市計 画 図

　　 〔レ2，500−L〆1010剛
　 ・そ ゆ 他 図 面 〔地 形 図 等 1

　　 〔
〜1／25、ooω

  土畷 害危 陰区域情報等闘連資料

　　 上砂災書暫戒区域等の

　　　法指定図 （公 示図書〕

　
・
基礎調査結果 〔区城調書〕

　
・土 石 流 危 険渓 流 調 査 緕 果

　
・
急傾斜地崩壊危険箇所調査結果

　
・
地す ベ ウ危険箇所調査結果

　　　　　　　　　　　一
1夢 畢　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 痔融 轡 l　　 i

同
一の 醗難行動 を と るべき

地区卓位 （泌難単位〕 を設定 瀞夢 蠱廨．齬罪　 　寧　 紐“毒。、
33

・些 図 の 縮 尺

〔1〆2r500〜1／25，　DOD程度〕’
甑 嘲

　∈癰 蠧醗 鋤

図
一2．5　土砂 災害ハ ザードマ ッ プの 作成手順
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2．4 火山活動 ・地震に関する ハ ザー
ドマ ッ プ

　 土 砂災害 は 豪 雨 以外 に ，火 山活動 や 地 震 に よ っ て も発

生 す る 。 近年に お い て も，平成 12年有珠 山，三 宅 島に

お け る火山活動 や 平成 16年 の 中越地震 な どに よ り土 砂

災害が 発生 して い る 。 そ こ で ， 本節 で は火山， 地震 に よ

る土砂災害 に 関す るハ ザ
ー

ドマ ッ プに つ い て の 取組 み に

っ い て 概説 す る 。

　 2、4．1 火 山 活動 に 関する ハ ザ ードマ ッ プ と活用

　火 山噴火 に 関す る ハ ザー
ドマ

ッ プが 初め て 策定 さ れ た

の は，1970年代 か らに 入 っ て か ら と され て お り，1980

年の ア メ リカ の セ ソ トヘ レ ソ ズ火山 の 噴火で 初め て活用

さ れ て い る 12）。一
方，国内 で は ，1981年 に 十 勝岳 ，

1987年 に 北海道駒 ヶ 岳 に お い て ハ ザ
ー

ドマ ッ プが 作成

さ れ た。ま た ，1990年 に 火 山 活 動 を 活 発 化 した 雲 仙 普

賢岳 に お い て ， 平成 3 年春 に ， 火山活動 が 活発化 した

の に伴 い 急遽ハ ザ
ー

ドマ
ッ プの作成が行われた。しかし

な が ら，1991年 6 月 2 日 に は，43人 の 犠牲者 を出す 大

火砕流が発生 した。こ れ を契機 に，建設省砂防部で は，

1992年に 火 山噴火等に 起因 す る 火山泥流，火砕流，溶

岩流等の 突発的か つ 大規模 で 広範 囲 に 及 ぶ 異常な 土 砂 の

流出 に よ っ て 発生 す る災害に対 して，火 山 地 域の 住民 の

警戒避難体制の 整備等を 進 め る こ とを 目的 に，「火 山噴

火警戒避難対策事業」 を 創設 し 「火山災害予想区域図作

成指針 （案）」
13〕を 策定 した。また ，国 土庁 に お い て も，

同 年，「火 山 噴 火 災害危 険 区域 予 測 図 作 成 指 針」
14 〕が 策

定 され た。こ れ らに 伴 い ，全 国で 行 政機関 に よ り火 山噴

火 に 関す るハ ザ
ー

ドマ
ッ プが作成され，こ れ ま で ，火山

活動 に よ る 社会的影響 の 大 きい 29火 山 の す べ て で 火 山

ハ ザ
ー

ドマ ヅ プが作成 され て き て い る （図一2．6）。 な お，

富士 山，有珠山に お け る ハ ザードマ ッ プの 作成 ・
活用 に

つ い て は 本講座 の 4 章，5 章 に 詳述 さ れ て い る。

　今後，国土交通省砂防部で は，ハ ザードマ ッ プ を活用

し，火 山噴火時 に発生 が 想定 さ れ る種 々 の 火山噴火災害

に よ る被害 を軽減 （減災）す る た め，内閣府 ， 防衛庁，

消防庁 ， 気象庁，林野庁，地方公共団体等 と連携 し作成

す るハ
ー

ド ・
ソ フ ト対策か らな る 火 山噴 火 時の 緊急対応

を 定 め た 火 山噴 火 緊 急 減 災 対 策 計 画 を 全 国29火 山 で 順

次 作成 し て い く予 定 で あ る
15＞。現在，火 山噴火緊急減

災対策計画策定 に 関す るガ イ ドラ イ ソ の 策定作業中で あ

る。

　2．4．2 地震に 関 す る ハ ザードマ ッ プとそ の 活 用

　近年に お い て も，2003年 の 宮城県北部地 震，2004年

の 中越 地 震，2005年 の 福 岡 県 西 方沖地 震等 に お い て 斜

面 崩壊に よ る被害が 発生 して い る 。 ま た，中 央防 災会議

に お い て 切迫性 の 高い 東海地震 ， 東南海
・
南海地震 ， 首

都直下地震等の 発生時の 斜面崩壊 に よる 被害予測が行わ

れて い る。その 結果，首都直下地 震 の 被害推定で は，全

体死者数 の うち 約 2 割 以 上 が が け崩 れ で あ る と予 想 さ

れ て い る 。

　
一

方，行政機関に お い て ，地 震 に よ っ て 発生 す る 土 砂

災害の ハ ザ
ー

ドマ
ッ プが，豪雨 に よ り発生す る土 砂災害

October，2007
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図一2．6　社会的影 響が 大 きい 火 山ハ ザ
ー

ドマ ッ プが 作成

　 　 　 　 されて い る29火山

の ハ ザードマ ッ プ とは区 別 して 策 定 され る こ とは な か っ

た。こ れ に は，地震 に よ る 土砂災害の 発生箇所 が お おむ

ね 豪雨 に よる土砂災害の 発生箇所 と重な っ て い る ためで

あ っ た。しか しな が ら，現時点 に お い て は，地 震 に つ い

て は，豪雨 以 上 に 発生 予測 が難 し く，土 砂災害の 発生 以

前 に 警戒避難体制を 整備 し ，適切 に 避難す る こ とは 困難

で あ り，地震に よ る土砂災害の被害軽減に は ，ハ
ー

ド対

策に よる と こ ろが 大 きい と考 え られ る 。 そ の ため ，地震

に よ る土 砂災害を 軽減す る た め に ， 地 震時の 山腹斜面 を

対象 と した精度の 良い 崩壊危険度評価手法が 必要 とされ

て い る。こ れま で 研究 レ ベ ル で提案 さ れ て き た地 震時 の

斜 面 崩 壊 予 測 手 法 は 以 下 の 二 つ に 大 別 さ れ る 16）。

　  有 限 要 素法 な ど を用 い て 3 次 元 動的振動解析 を

　　基本 とす る方法

　  　既往 地震時の 崩壊実績 か ら，地 形等の 要素 と崩壊

　　地 分布 の 関 係 に基づ く経 験的手 法

　  の手法 は，物理的な 解析手法 に 準拠 して い る た め，

被災事例 が な い 地 域や 異な る特徴 を 有す る地 震動波形 に

よ る崩壊危 険 度評価に用 い る こ とが で きる 可能性 が高い

が ， 地下情報 が 十分 に得られ な い
， 広範囲 に計算 を実施

す る場合，モ デル 作成の 手間や計算時間が膨大 に な る こ

となど，実務面 で は依然 とし て課題がある。一
方，  の

手法 は，GIS の 技術の 進歩な どに よ り，実用 可 能性 は高

い と考 え られ る。しか し，既存 の 崩壊分布実績 を基 に 作

成 さ れ た手法が，他地 域，ま た は異 な る 特徴 を有 す る 地

震動波形 に 有効 で あ るか と い う手法 の汎用 性を検討す る
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必 要性があ るが こ れ ま で行 わ れ て きて い な い
。

　 こ れ に 対 して ， 国土 技術 政策総合研究所 で は，兵庫県

南部地 震時 の 六 甲山地 の 崩壊実績か ら， 地 形等 の 要素 と

崩壊地分布 の 関係 に基 づ く経験的手法を作成 し，平成

12年 の 神津 島に お け る 地 震 や 中越地 震 に適 用 し，手法

の 汎用 性 を確 認 した 新 た な 地 震 に よ る斜 面 崩 壊危 険 度 評

価 手 法 を 開発 した 16）・17）。同 手法 は ，斜面 の 勾配，平均

曲率 （斜面 の 凹 凸 の 度合 い を 表 す 指標），地 震動 の最大

加 速度か ら，斜 面 の 崩壊危険度を 評 価す る もの で あ る。

　今後，国土 交 通省砂 防部 で は，首 都直下 地 震等 の 際に

発 生 す る が け 崩 れ に よ り，地 域 に 甚大 な被害 を 引 き起 こ

す 恐 れ の あ る箇 所 に お い て 施 設整備 を推 進 し，人 命の保

護 を 図 る こ と を 目的 と し，平 成 19年度 よ り，地 震 に よ

る崩壊の 防止 に係 る急傾斜地崩壊対策事業 の推進 を 図 っ

て い くこ ととして い る。地震に よる崩壊 の 防止 に 係 る急

傾斜地崩壊対策事業 で は，は じめ に 国土 技術政策総合研

究所 で 開発され た 手 法 を 用 い て，が け地 の 地 形的特徴等

か ら地 震 に よ る 崩壊 の 危険度を 評価 し，そ の 上 で ，コ ミ

ュ ニ テ ィ
ー

（集落や 自治体の 単位） に 大 きな被害を 及 ぼ

す 恐 れ の あ る箇所 に つ い て，急傾斜地崩壊防止 施 設を 重

点的に 整備 す る こ と と して い る 。

2．5 お わ り に

　 本章 で は，行 政 機 関 に お け る土 砂 災 害 の ハ ザードマ ッ

プの 作成 お よび そ の活用状況に 関す る取組 み に つ い て 概

説 した。本章 で 概説 した よ うに ，こ れまで，旧 建設省，

国 土交通省が，土砂災害 に 関す るハ ザードマ ッ プの 作成

お よび 作成 に 関 す る技術 開発等を指導して きた 。

　各種 の 土 砂移動現象 に 関す る シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 技術 に

関す る 研究 ・技術開発が行わ れ，精緻 な計算手法が数多

くて 提案さ れ て い る
一

方 で ，膨 大 な 計算，多 くの パ ラ

メータ の 同定が 必 要 とな る計算手法 も少 な くな い 。 全国

に ある膨大 な 土 砂災害 の 危険箇所 に お い て ，ハ ザ
ー

ドマ

ッ プを策定する に は，コ ソ ピ ュ
ー

タ 能力が向上 し，GIS

等 の 活 用 が 実 用 化 さ れ て き た 現 在 に お い て も，手 法 は

「簡易 さ 」 と 「精度 の 高 さ」 を 併せ 持 つ 必 要が あ り，今

後，ハ ザ
ー

ドマ
ッ プの 精度向上 の た め に，「簡易 さ 」 と

「精度 の 高 さ」 を 併せ 持つ 土 砂 移 動 現象 の シ ミ ュ レーシ

ョ ン 方 法 の 開 発
・
改 良 が 求め られ る。

　 ま た，本章 で 紹介 した よ うに ，地震 に つ い て は，斜面

崩壊発生危険度 を評 価 す る 手 法を 示 した が，こ れ ま で の

と こ ろ豪雨 に起 因 す る土 砂 災害に関 す るハ ザードマ ッ プ

に お い て は ， 発 生 確率 ， 発 生 危険度 は表示され て い な い
。

今後，必要箇所 にハ
ー

ド対策施設を整備 した上 で，土石

流，地すべ り，が け崩れが起 こ る前 に安全 な場所 に 避難
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し て も ら うと と も に，国土 の 中で 土 砂災害を受 け や す い

土 地 の 利 用 規 制を 行 う た め に は，どの 箇所 が，どの範囲

ま で ， どの くらい 危険 で ある か を 示 す こ とが望 ま し く ，

土砂災害 の 発生危険度を評価する手法の 確立が求め られ

る。

　 ま た，ハ ザードマ ッ プ の 精 度 向 上 と併 せ て ，ハ ザード

マ ッ プの 住民 に 対 す る周 知 は 極 め て 重 要で あ る。 土 砂 災

害は 日常的に 起 こ る現象 で はない た め，住民 の 関心 はそ

れ ほ ど高 くな い 傾向が あ り，ハ ザ
ー

ドマ ッ プの作成 と と

も に，土 砂 災害防 止 法 に基 づ く土 砂 災害警戒 区域 の 指 定

を行 う際等に ，土 砂災害 の 危険性 に 関す る 周知
・
啓発 を

図 っ て い くこ とが 重要 で あ る。
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