
Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

地域安全学会論文集 No．11，2009．11

犠牲者ゼ ロ 水害の 体験 と住民の 防災意識 ・防災行動 との 関連に 関する

　　考察　
一 2001年高知 県西 南部豪雨 災害の 追跡調 査の 結果か ら

一

Influence　ofFlood 　Experience　on 　Consciousness　and 　Action　ofResidentS 　to　Prevent

　Disasters；Analyzing　of　Follow−up 　Surveys　on 　the　Flood　of 　Southwest　Area　of

　　　　　　　　　　　　　　　　Kochi　Prefbcture，
2001

松尾裕治
1
， 山本基

2
， 大年邦雄

3

Y。ji、MATSUO
’

，
　M 。t。i　YAMAMOTO2 　

、nd 　K 。。i。　OHTOSHI ・

，

1
（財）日本 建設情報総合セ ン ター，四 国地 方セ ン タ

ー

　 Japari　Construction　lnformation　Center，　Shikoku　 Center
2
．（財 ）日本 シ ス テ ム 開発研 究所

　 Systems　Research＆ Development　InstitUte　ofJapan
3

高知 大学 農学部

　 FacUlty　ofAghcultUre ，　Kochi　University

The　unprecedented 　ra血fa11　attacked 　the　southwest 　area 　ofKochi 　prefecture　on 　September　6，2001．騒 e   a　su 偸 掴

heavy　flood（tamages，　however，　nobody 卜  ame 　victim 　ofthe （lisaSter．　Imhis　papcr，　ac “ons 　of 　Iesidents 　d面 ng 　the

flood　were 　 analyzed 　and 　ten　lessons　were 　extracted 丘om 　the　analysis ，　Mor θover
，
　how 　1he　fiood　experience 　has

infiuenced　en 　the　conscieusness 　and 　correSPonding 　actions 　ef 　residents 　to　prevant　disasl  was 皿   adzed 血 ough

the　fb皿ow −up 　hea血 gs　and 　PP皿 veys ．

κ卿 厂ds ：メ置004 μ 」OW 一翼ρ 側
爬 y ／ocal 　com 〃 跏 砂，loca’power　toprevent 　disastens

1 ，は じめ に

　近 年，現状の 河 川 防護水 準 を上 回 る豪雨 が発 生 し，河

川 の 氾 濫 な どに よ る 甚大 な物 的 ・人 的被 害 を 引 き起 こ し

て い る．こ の よ うな 災害に 対処す る た め に は ，住民 が地

域 ・行政 と協働 しな が ら主体 的 に 災 害 と向 き合 い ，被害

の軽減を 図 るこ とが 重要で ある．特 に人的被害 を軽減す

るた めに は，住 民 が 日々 災害 の 発 生 を意識 し，災 害が 予

測 され る場 合 に は事前 に 自主避難す るなど，適切 な防災

行動 を とれ る か ど うか が課 題 で あ る．住民 の 防災 意 識 を

向上 させ ，適切な防災行動を実現す るた め に は 災害体験

を活 用 す る こ とが大 切 で あ る と考 え られ る．

　既往の 研 究に よ る と，住 民の 災 害 体験 と防 災意 識 との

関係 に つ い て ，　 「被災経 験 が ある 住 民 ほ ど防 災意 識 が高

い 」　（及川 ・片田 1999） 1） とする 報告 が あ る一方 で，
「防災 意識 や 危機意識 とい っ た 『意識』 と 『防災行動』

とは必 ず しも整合 し て い ない 」 （高尾他 2002）2）とい う報

告 もな されて い る．

　本 稿で 対象 とす る平成 13年高 知 県西 南部豪雨 災害は，
「寝耳 に水」 の 水害で あ っ た に も か か わ らず

一
人 の 犠牲

者 も出 さなか っ た災害で あ る．こ の 地域 で は，災害体験

を風 化 させ る こ とな く，住 民 の 防 災意 識 を高 め ，災 害時

の 防災行動に つ な げ る た めの 取 り組 み が行 われ る な ど ，

一
定の 成果 を挙げて い る．著者 ら は，災害体 験を住民 の

防災意識 の 向上 や災害時の 防災行動に つ なげて い くた め

に は，地 域や 行 政 な どが 災 害体 験 を活 か す た め の 知 恵や

工 夫を凝 ら して い くこ とが 必要 で あ る と考 えて い る．

　そ こ で，本稿で は，平成 13 年 に 豪雨災害 に 見舞わ れ た

高知 県西 南部地域 を対 象 と し て ，犠牲 者を
一

人 も出 さな

か っ た要 因 を災害時の 住民行動か ら探 る と ともに，こ の

災 害 体験 を活か して，西南 部 地域 で は どの よ うな防 災 の

た めの 取 り組み を行 い
， それ が住民 の 防災 意 識や 防 災行

動 に 結び つ い て い るの か を．災害 1年 後 お よび 8 年 後 の

追 跡調査 の 結果 を も とに 明 らか に す る ．
　高知 県 西 南部地 域で の 取 り組 み は ，防 災 を行 政任せ に

す る傾 向 が 強 ま る 中で ， 住民
一

人ひ と りが 防災 へ の 取 り

組 み の 大切 さを 改め て 示 す と と もに ，災害体験を風 化 さ

せ る こ とな く，日頃 か ら住 民 の 防災意識 を高め，災 害時

の 防災行動 に っ な げ る た め の 知 恵や 工 夫が 必 要 で あ る こ

とを示 し て お り，家 庭 ・地域 ・行 政 の バ ラ ン ス の とれ た

地域防災力の 向上 をめ ざす各地の 取 り組み に 対 して も役

立っ もの と考えられ る．

2 ，災害時の住 民の 防災行動 と 得 られた教訓

（1） 平 成 13年高 知 県 西南 部豪 雨 災害 の 概要

　平成 13年 9月 6 日の 未明，図 1 の 高知県西南部
一
帯で

は，時 間雨 量 が 100   近 い 猛 烈 な雨 が 4〜5 時 間 も続 くと

い う記録的な大雨 とな っ た．こ の た め，宿毛 市，土佐清

水 市 ， 大 月 町 な どを 流 れ る 2 級 河 川 が 急 激 に 増 水 し，
1000 棟 あま りの住宅 が屋 根 近 くま で 水 に 浸か る洪 水 に見

舞 わ れ た ．土 佐 清水市 を 流れ る 宗呂川 で は，図 2 の よ う
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に 60   しか なか っ た川 の 水位 が わず か 3 時 間の 間 に 10

倍の 6m に もな っ た，住民 の 多くがま だ 寝て い る 間に あ

ふ れ た 川 の 水 で 道 路や 畑 ま で 水 没 し
， 何 処 が川 だ っ た の

か もわか らな い 状態 となっ た．

　 こ の 水 害 で は，山 の 崩 壊 や河 川 の 氾 濫等 に よ り， 家屋

の 全壊 ・半壊 ・一部損壊 300 戸，床上 浸水 264 戸，床下

浸水 540 戸，浸水 面積 134．3ha な どの 大被害 が発 生 した

が．犠 牲者 は ゼ ロ で あ っ た ，浸水 被害を 受 け た の は 山 と

山に狭 まれ た川 沿 い の 狭小 な平 地の 集落が ほ とん どで，
な か で も土 佐 清水 市 を流 れ る 宗 呂川 の 川 沿 い の 集 落 は 軒

下浸水 とな り，激甚な被害を受けた （写真 1）．
　 こ の 急 激 な出水 の 発 生 に対 して ，大 年 （2002 ）

3 ）は， 

山 か らの 水，  流木，  狭まっ た 地形，  河川構造物な

どに よる水位上 昇を要 因 として 指 摘 して い る．
　当地域は，大正 9 年，昭和 6 年など過去に も水害を経

験 して お り，土 佐清水 市史 4）に よ る と，大 正 9 年 8 月 15

日の 豪雨 災 害は言 語 に 絶す る惨 状 を 呈 した と記 され て い

る．当時 の 下川 口村 （現土 佐 清 水 市下 川 口 地 区） の 被害

状況 は 以 下 の とお りで あ る．

　 「住家其の 他 家屋 ：全潰 21，半潰 11，流失 3
， 其 の 他

187，堤 防 ：決潰 ヵ 所 130，延長 （間） 16，　560，道 路 ：決

潰 ・流失 ヵ所，延 長 （間 ）4，690，橋梁 ：流失 ヵ 所 18，
田畑 ：被 害 面積 （町 ） 195 」

4》．

　 こ の よ うに大被害をもた ら し た水害で あっ たが，こ の

大 正 9 年の 水害で も下川 口村で は 犠牲者 は ゼ ロ で あ っ た．

図 1 高知 県西南部豪雨 災謇 の 主 な 浸水 地域
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図 2 宗 呂川 の 降雨 ・水 位 の 時聞 変化

（2） 災害 時 の 住 民 の 防災 行動

　 図 1 に 示 す浸水被害が 発 生 した 土 佐清水 市，大月 町，
宿毛市の 14 河 川 沿 い の 被災地 に居住 す る約 2000 世 帯 の

住民 を対 象 に 行 っ た 被災直後の 「住民 ア ン ケー ト調 査」

（回答 率 82．　6％） （四国地方 整 備局 ，2002）
5 ｝お よび 「自治

体ア ン ケ
ー

ト調査 」　 （四 国地 方整 備局，2002） 6 ）
に 基づ い

て 住 民 の 防 災 行 動 を分析 した．2 つ の ア ン ケート調査 結

果を も とに 作成 し た 表 1 の 宗呂川 流域住 民 の 避難行動 と

関係 機 関 の 対 応 を み る と，特徴 とし て 以 下の 3 点 を指 摘

する こ とがで きる．
  地域住 民は 行政の 避難勧告前に 自主 的に 避難を開始

　表 1 の 上 段 の 図 に よ る と，雨が激 し くな っ て き た午前

2 時頃 に は 住民 の 自主 的避難 が 始ま っ て い る．そ の 後，
近所 の 人 や 消 防 団 の 呼 び か け な どに よ り住民避 難 が増 え

て きた ．ア ン ケ
ー

ト調査 に よ る と，避難 し た 160 世帯の

うち，午前 6 時ま で に 61 世 帯 が避 難 してお り，
6 時か ら

避 難 勧告 が 出 た 6 時 10分ま で の 10分間に 6 世 帯 （≒ 33

世帯 × 10分 ／60分 ）が避 難 した とす る と，避 難 した世 帯

の うち の 42％ （≒ 67 世帯 ／ 160 世帯 ） は 避難 勧告前 に 自

主的に 避難 し て い た と推定 される．

　避 難 した 住 民 の 多くは ， 図 3 に示 す よ うに ， 自ら外 の

状況 を確 認 した り，近 所の 人 や 家族 ・知 人 と連 絡 を と っ

た りし なが ら避 難 して い た．

家財を高所へ移動

車を高所へ穆動

外の獣浅齪 露

近所の 人との 運縞

市設所へ の 国L哈わ せ

家辰
・
蝕人などとの運絡

磁皴のための持ち物を用意

外 に出て隣近所の安否を躍島

他人を敦耽

その 他

　 　 　 　 　 　 世帯数
0　　　　　20　　　　 4U　　　　 tiり　　　　 80　　　　 100　　　　 12D

図 3　災 害時 の 住民行 動
5 ）

注 ： サンプ ル 数 186，複数回 答

  消防団の 迅速 な対応 が住民の 避難を誘導

　表 1 の 下段 の 連絡関 係欄 は，住民 か ら土 佐 清水 市消 防

署に 119 番通 報が あっ た時 間を示 して い る．最初の ll9

番 通 報 は 4 時 34分 で あ り，宗呂川 の 水位 が 上 昇 して 氾 濫

が始 ま っ た時 間 帯 と合 っ て い る，5 時 5 分 に現地 の 下 川

口 消 防団 に 出 動要 請が 出 され ，そ の 14分後 の 5 時 19分

に は 下川 口 消 防分 団長 か ら土嚢 を積む との 連絡 が あ る こ

とか ら，地 元 消 防 団員の 対応 が い か に 早 か っ た か を示 し

て い る，図 4 に よ る と，避難し た 住民 が避難の 呼び か け

を得 た先 は 消防団が最 も多く，消防団の 迅 速 な 対応 が住

民 の 避難に 大きな役割を果た し て い る こ とがわ か る．
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  遅 れ た行 政の 避 難勧 告

　土 佐清水 市役所 が下 川 口 の 住民 に 避 難勧告 を出 した の

は 6 時 10分 で あ る．これ は宗 呂川 の 越 流 （5 時 20分）

か ら 50 分後 の こ とで あ る．
　藤吉 （2002）の

は 「こ う し た 集 中豪雨 の 被害は，皮肉

に も役 所 の 体 制 が 最 も手 薄 な深 夜 や 早朝 に 突然 に 起 こ る

こ と も多い ，役所な どで は，24 時間い っ で も緊急事態に

備 え る体 制 がで き て い るわ けで はな い 」 と して い る．土 佐

清水市の 場合も深夜の 局所的豪雨で あ り，即座 に 体制を

整 え る には 無理 な局 面 で あっ た と考 え られ る．

フ06050
世帯数

30 　 　 　 4020100

市町 村役場

淵防 団

マス コ ミ

地 区 長

隣近 所

その 他

図 4 避難 の呼 びか けを得た先
5 ）

　 注 ：サ ン プル ta　186，複数回 答

表 1　宗呂川 流域住民の 避難行動 と関係機関の 対応
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　前 述 した よ うに本 災 害 で は犠 牲 者 が 出 な か っ た が，こ

の
一因 と して ，行 政か らの 情報伝達が ほ とん どない 中，消

防団や地 区長 な ど の 誘 導 に も助 け られ なが ら地域住 民 が

自主的 に避 難 し，自分 た ちの 力 で災 害 の 局 面 を乗 り切 っ

た こ とが 挙げ ら れ る ，

（3）住民 の防災行動か ら得 られた教訓

四 国地 方整 備 局 と高 知 県で は ，被災者 や 消防 団，警察官，
学校関係者，行政職員，ボ ラン テ ィ ア の 方々 33名の 貴重

な体験 を記録 した災 害 体験fi　S）を ま とめ て い る （写真

2），こ の 体験集に 記載 され て い る 体験談を 精査 し，10 の

教 訓 を導 き出 す こ とが で き る （表 2），

　作業の 手順は 以下の とお りで あ る．
  災 害体験 集を通 読 し，教訓 を含む 体験談 を抽 出す る．

  災害
・
防災全般お よび 災害発生 時 の 種 々 の 局面に 区分

　 して それ らを グル ープ 分 けす る，

  グル ープ 分 け され た 体験 談 を一般住 民 に わ か りや す い

　教訓と し て 表現す る，

鱗 二

写 真 2　高知 県 西南 部豪 雨災 害 休験 集

表 2　災害体験集か らの 教訓 の 抽出

（教訓 を含む 体 験談）

O 地 区民の ほ とん どが隣近所の 日頃の 生 活状況を把握し て い

て，誰々 は居るか と，す ぐにチェッ クと気 配 りが できた．
○ どこ に，ど の よ うな 人が 生活 して い るか，消 防団員 も地

区 民 も皆 が知 りっ く して い る．等
○裏山 は 大 雨 が降れ ば気 をっ け よ、と言い 伝 え られ て き た

とお り，現実 とな っ て 集落に お そ い か か っ て 来た．
○ 昔 の 人 が 言 うが や，山潮 が 吹 く とい うの は ，こ の こ とを

言 うた が やなあと思 う．等
O 上 の 瓦礫や 木が 流 れ て きて 川 をふ さい だ ら，水 が

一
番 先

に どこ か ら来 るか を僕 らは よ くわか っ て い る ，
O 山に大 きな石 の あ る と こ ろが 何箇所 に あ る がで す．地

震が来た ら，家の 崩壊 を心配 し ない とい か ん ．等

高
○ 今度 こ そ，避 難所考 えな い か ん がや，避 難 所 の 中学 校へ

知 行 けん か っ た．
県 O 避難場所 に 指定 され て い る 小 学校 も床上浸水，途 中の 道
西 も流失 し て 通 れ な か っ た ．等
南

部
O 氾 濫がすごか っ た．あわて て 外に飛び出し た らか え っ て 危

豪 なか っ た．
雨 0 お ば あ さん に 「出る な，出る な」 と言 うた，出た ら

一
発

災 で流 され ます けん な，等
室目
体
験

0 途 中各 戸 に 避 難 を大 声 で 呼 び か け な が ら水 門ま でた ど

　 り着 い た．
集 O 首まで 水にっ か りなが ら，全戸 に 声か けを して 回 っ た，
（ 0 隣 近 所 が 声 掛 け を しな が ら集 落 を廻 っ て避 難 勧 告 と誘

33 導にっ とめ た ．等
名
の

体

0 独居 老人や病人 の い る家 は，団員が 背 中に お ぶ さ っ た

　 り，手 を引 っ ぱ っ た りして 避 難 場 所に 誘 導 しま した，

験 ○ 年寄 りの 人 に，あ あ い う腰 ま で 浸 か っ て 逃 げ う とい うの

談 は ち ょ っ と無理 ですね，等
）

○ 道路の 中 央部分 を歩き，流れ て 来た 3 ，4 メ
ー

トル も の

竹を手に して 玄 関や 窓 な どを ノ ソ ク して 回 っ た．
0水 に入 っ て 少 し歩い て い きま したが，足元が泥に浸か り滑

っ て うまく歩 けない の で ，途 中で あき らめま した．
○放送施 設 は水 で 浸 か っ て 動 か なか っ た け ん．電 気，鞴 ，

水道，全部
…も う

一
切，もうなん ちゃ なか っ た けん ね，

○
一

時 的 で したが 停 電 に より通話 も 出来 ず，地形 的に こ の

集落は携帯電話 も通 じず，ただ呆然 と対岸を眺める だ け

で した．等
○私 は 何 とか おば あ ち ゃ んの 元 に辿 り着 き，お ばあち ゃ ん

を右脇 に抱 え，胸 の 高 さに ま で 増水 した 濁流 の よ うに な

っ た道 を泳 ぐよ うに して 駐在へ向か っ て 進ん だ ．
0 隣組 の 大 切 さが強 く感 じ られ た，等

（体験談の グル
ープ分け ） （得 られ た教 訓）

［⇒
地域の 人の つ なが り

に関す る体 験談 ⇒
1．日頃 の 人 の 絆を大切 に

　する こ と

⇒
昔 の 災 害経験 に 関す

る体験談 ［⇒
2．昔 か らの 言 い 伝 えに耳

　を傾ける こ と

⇒
危 険箇所 の 認 識 に

関す る体 験 談

3．常 に危 険 箇所 を念頭 に

　置い て お くこ と

⇒
水害 時 の 避 難場所

に関 す る体 験談 ⇒
4．高い 位置に 避難場所を

　考えて お くこ と

⇒
氾 濫流 に 関す る 体

験談 ⇒
5．水害 時に は慌 て て 外 に

　飛び 出 さぬこ と

⇒
災害時 の 人 伝 えに

関す る 体験 談

6．災害時 には隣同士 が連

携 して 声を掛け合 うこ と

⇒
避 難 行 動 に 関 す る

体験談 ［⇒
7．避 難 時 には一人 で 行動

　 せ ぬ こ と

⇒
避 難時 の 工 夫 に 関す

る体験談 ⇒
8．浸水時 の 移動 に際 して

　は 棒で 水 中 を探 りなが

　 ら歩 くこ と

⇒
災 害時の 情報伝達に

関す る体験談 ⇒
9．防災無線，電気，電話 が

　使えぬ 事態を想定す る

　 こ と

⇒
災害時の 共助に 関す

る体験談 ⇒
10．みん なが力を合わせ て

　け合 うこ と

196

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

　以 上 の 方 法で 犠 牲者 ゼ ロ の 水害 の 体 験 談 か ら導 き出 し

た 10 の 教訓は 以下の とお りで あ る．

1．日頃の 人の 絆を大切にするこ と

2．昔か らの 言い 伝え に 耳を傾け る こ と

3．常 に危 険箇所 を念 頭 に置い て お くこ と

4．高 い 位置に避 難場 所を考 えてお く こ と

5．水 害時 に は 慌 て て 外 に 飛 び 出 さぬ こ と

6．災害時 には 隣同士 が連携 し て 声を掛け合うこ と

7．避 難時 に は
一人で 行 動せ ぬ こ と

8，浸水時の 移動に 際 し て は棒で 水中を探 りなが ら歩く

　 こ と

9．防災無線，電気，電 話 が使えぬ 事態を想定す る こ と

10．み ん なが 力を合わせ て 助 け合 うこ と

　 これ ら 10 の 教訓は．　 「住 民 の 防 災 心得十 箇 条 」 と し

て 四 国地 方整備 局 ・高知県 な ど か ら広 く広 報 され た こ と

もあ り ， そ の 後 の 地 域住 民 の 防災 意識 や防災行動，行政

の 防災施策な ど に 影響を 与 え た と考 え られ る ，例 えば，
後 述 の とお り土佐 清 水 市 立 下川 口 小学 校で は，浸 水 しな

い 高い 位置に 避 難場所 を考え て お く とい う教 訓を踏ま え

て ，校 舎の 屋 上 を避 難 場所 と して指定 し，い ざとい う時

に は 校舎の 中 を通 らず に屋 外 に 設 置 され た 階段 か ら直接

避 難 で き る よ うに 工 夫 され て い る．

　 こ れ らの 教訓 は 平 成 13 年 高知 県 西 南部 豪 雨 災 害 を事

例 と して 抽出 した もの で は あるが，防災に備 えた 心構え，
特に 私 た ちの 対応 の 仕方 に よ っ て は被害 を最 小 限 に抑 え

るこ とが で き る ノ ウハ ウが組 み 込 ま れ て い る．地 域 の 状

況や 災 害 形 態 に よ る違 い は あ る と考えられ る が，地域防

災力 の 向上 を め ざす各 地 の 取 り組 み に と っ て も参 考 にな

る と考え られ る．

3 ．災害 1 年後の 住民の 防災意識 と防災行動

　平成 14 年 11 月 に被災地域の 土佐清水市 ・大月町 ・宿
毛市 の 5 地 区 617 世 帯 の 住 民 を対象 に実施 した住 民 ア ン

ケ
ー

ト調査 （回答率 61．4°

／e，回収数 379 世 帯 ） の 結 果

（四 国地 方整 備 局 ・高 知県，2eo3 ）
9）か ら．災害 1年 後 の

住民 の 防災意識 と防災行動 にっ い て 述べ る．

（1）行 政 の 働 きか け と住 民の 防災意識 ・防災行 動

　住民 の 防災意識 の 向上 と防災行動を促すこ とは 行政 の

重要 な課題 で あ る 。　 「防災 意識 」 とは，日々 災害の 発 生

を想定 して 自分が最も大 切に し て い る もの を守 ろ うとす

る意 識 で あ り，「防災 行 動」 とは，そ の 大切 な もの を守る

た め に 災害に 備 え，減災を 図 り ， 災 害 を克服す るた め の

行動 で あ る と考 え る。そ の よ うな観点か ら，住民 の 防災

意識 を表 す
一

つ の 指 標 と して避 難 場 所 の 認 知割合 を取 り

上 げ，災害前 と 1 年 後 との 比 較を 図 5 に 示 し た．

　避 難場 所の 認 知 割 合 は，豪 雨 災害 前か ら災害 1 年 後 に

か けて ，全 体で は 17ポ イ ン ト上 昇 し て い る ．居 住地 別 に

み る と，土 佐 清水 市宗 呂上 以外 の 地 区で 認 知割合 は上 昇

して い る が，特に 大 月 町周 防 形 で は 52 ポ イ ン トと大 き く

上 昇 して い る。大月 町 で は，平成 14 年 3 月に 「大 月町防

災マ ッ プ」 を作成 して 各 戸 配布 し てお り，これ が 認 知割

合 上 昇 の 主 要 因 と考え られ る．なお，宗 呂上 の 認 知割合

は低下 して い る．こ れ は 災害時 に宗呂上 の 避難場所が浸

水 し た た め に 利 用 す る こ と が で きず，そ の 後変更 した も

の の 何処 に 指定 され て い るか が周 知 で きて い な い た め と

考 え られ る．
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　ま た 、住 民 の 防災 行動 を表 す指標 と して 避 難 訓練や防

災 訓練 へ の 参 加 割 合 を 求 め、災害 前 と 1 年 後 との 比 較 を

図 6 に 示 し た ，全 体で は 14 ポイ ン トの 上 昇で あ る が，周

防 形 にお け る 70 ポイ ン トの 上 昇 が全体 を引 き上 げ てい る

こ とがわ か る．周 防 形 で は，豪 雨災 害 1年 後 の 9 月 6 日

に，地 区住民 が 自発 的に 避難訓練を実施 し た こ とが 反 映

され て い る．それ 以外 の 地 区で は ， 災 害 前 に比 べ て 訓練

へ の 参加 割合 は 変わ っ て い ない か，微増に と どま っ て い

る．

9詳

8000000000

76543Z

−

全

体

（379）

　

　

　

　

　
　

　

　

　

土

佐
滑

水
市

下

川

口

浦

93

　

　

　

　

　
　

　

　

（

　

　

　

　

　
　

　

　

ラ

土

佐
滑

水
市

下
川

ロ

郷

85

　

　

　

　

　
　

　

　

（

土

佐
滑

水
市

宗
呂

上

63

　

　

　

　

　
　

　

（

　

　

　

　

　

ラ

大
月

町
周

防
形

71

図 6　避難訓練や 防災訓練へ の 参加 割合
9）

　 　 　 　注 ： （）内はサ ン プル 数
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　災害前 と災害 1 年後の 避難場所 の 認 知 と避難訓練等 へ

の 参 加 割 合 に つ い て．大 月 町周 防形 とそ の 他に 区分 し て

比 較す る と （図 7）．周防形地区で は 災害後に 認 知度
・
参

加 度 が 著 し く上 昇 して い る．前述 し た よ うに，大月 町 で は

豪雨災害か ら半年後の 平成 14年 3月 に 「大月 町 防災マ ッ

プ 」 を作 成 して 各 戸 に配 布 し た り，広 報 紙 （隔 月発 行）

で 平成 14 年 1 月以降毎回 「防災シ リーズ 」 を掲載 した り，
豪 雨災 害 被災 地 区や 南海 地震 被災想定地 区な ど を 中心 に

自主防災組織 の 結成 を呼び か け る な ど，住民 の 防災 意 識

を高 め ， 防 災行 動 を惹 起 させ る動機 づ け を行 っ て い る，
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　災害 体 験 は住民 の 防 災 意識 を 高 め るが ， 災害 直 後 に行

政の 働 きか けが あれ ば住民 の 防災 意 識 を一
層高 め ，防災

行 動 へ と誘 導す る とい うこ とを大月 町 の 例 が示 して い る

とい え よ う，す な わ ち，行 政 は 災 害 直 後 に 素早 く住 民 の

防災意識 を高め，災害に 備えた 行動を起こ させ るた め の

施策 を講 じる こ とが重 要 で あ る と考 え られ る．

蠶
80706050

鱒

0000321

一・一朗 町周贓 　 芻 ．1
“
1

．O ．他の 4地区

．063 ．O
53．90 ・”

災害前 災害1年後

％

00000000087654321
一■一大月町屠防形

一

　　 80．3 ミ

・O 騨他の4地区 ミ

…

…

●　　8 暫．　．　■o14 ．3　i
1」、3

災害前 災窘1年後

〈 避 難 場所 の 認 知 〉　　　〈 避 難等訓 練の 参加 〉

図 7 大月 町 周 防形 地 区 と他の 4 地 区 との 比 較 9）

　 　 注 ：サ ン プル 数 ：周 防形 71，他 の 4 地 区 308

（2）災害体験を踏ま え た 災害時の 防災行動

a）最 も頼 りに され て い るの は 「身近 な人 」

　災 害 避難 時 に 誰の 判 断 ・指示 で 行 動 し た か を図 8 に示

した．自分 も含め た 家族，消 防団，区長 とい う回答が多

い ．これ らの 人々 に 共通 し て い る の は，  地域 の こ とを

よ く知っ て お り，  それ ゆ え信頼 で きる こ と，で ある と

考え られ る．

〔N：379｝　　　　0

自分も含めた家族の調断

隣近所の入の判断

地区長や自治会長の指示

消防団や消防署の指示

市町村役堝の指示

マスコミの髄

その他

2e 04 oo 80％

川 i

3ao51

．2

24，5

　　専．2a6

71，8

　　　…

　　　…「

図 8 災害避難時に 重視す る判断 ・指 示 （3 つ まで選 択）
9）

　ま た ，住 民 が 避 難 に 対 し て 重 視す る こ とは （図 9），
「浸水 想 定地 域 ・避 難 揚所 ・避 難 ル

ートを住民 に周 知 し

て お くこ と」，「避 難揚 所 ま で お 年寄 りや子 どもが 歩い て

い け る 道の 確 保 」 お よび 「避 難場 所 を 高所 に設 置 す る こ

と」 など．行政が 事前に対 策 を講 じ て お くべ き事項も指

摘 され て い るが．最 も重視され て い る の は 「住民 同士 が

お互 い に声を掛け合 うこ と］ で ある．
　災害 時 の 避 難 につ い て ，住 民 は 行 政 に 対 して 浸水 想定

地域 の 明示 や安全 な 避難場所
・避 難ル

ートの 確保 な どの

事 前対 策 を期 待 して い るも の の，災害の 局 面で は 身近 な

人を最 も頼 りに して い る．こ の た め ， 行 政 として は ， 事

前 に適 切 な 防災 対 策 を講 じ る と と もに ，地 域内 で の 情報

網 を整備 す る こ とが重要 で あ る と考 え られ る．

tr319］

浸承懇定地域、駐難場所、遵難ル
ー
トを庄民に闘知すること

　 　 　 　 　 碧難場所を窩い位置に設定すること

避灘場所までお年騫りや子どもが歩いていける道を確廉する［

　 　 　 　 　 と

鱈驪 にある幹髄 髄かさ上れて、澄水晦 いよう財 に

　 　 　 　 　 と

避蠶路の安全性について事薗に住民に知らせる二と

地区ごとに磯 道員鶺 えること

ヨ難嗣鰊を実麁すること

清防団，清防署鮴 黜 化する設

住民同士がお互いに声をかけ合うこと

その億

0　　　 10　　　！e　　　3D　　　冊　　　鵠　　　6D

図 9 災害避難時に重 視すべ きこ と（3つ ま で選択）
9＞

b） 災害時の 住民 の 情報 入 手手 段

　災害 1 年後 の ア ン ケ
ー

ト調 査 に よ る と，平成 13年災害

時 の 情報入手手段 に つ い て は （図 10）．6 割以上 の 住民

が 「人 伝え」 を最も重視 し て い た 。住民 は行政が整備す

る ス ピーカー
， サイ レ ン

， 防災 無線 な ども重 要 な情 報 手

段 と し て 考 え て は い る もの の ，い ざ 災害時 に は 「人 伝

え」 を最 も頼 りに して い たの で ある，
　そ の 理 由 と して は，（1）ス ピ

ー
カ
ー，サイ レ ン，防災無

線 は片方向 の 情報 伝達で あ る の に対 して，人伝えは 「双

方 向」 で あ る こ と，（2）ス ピーカー等 で は 情 報 の 送 り手 と

受 け手 が 別 の 場所 に い て 情報を流すの に 対 して ，人伝 えは

双 方 が 同 じ場 所 に い るた め信 頼感 が 増 す こ と，な どが 考

え られ る．
　 こ の た め ，行 政 と し て は ，施設 や 設 備 の ハ

ー
ド整 備 を

行 うだ けで は な く，災 害 現場 にお け る 「人 を 中 心 と した

住 民 へ の 情報 伝達 の あ り 方」 まで 踏み 込 ん だ検討 を して

い くこ とが 重 要 で あ る と考え られ る．そ の 際，災害時 に

風評や間違っ た情報が 人に 伝 わ られ ない よ うに 情報 を確

認 す る手 段も必 要 とな り，そ の 場面で は 行 政に よ る 情報

提 供 が 重要 な役 割 を果 た す こ とは言 うま で もな い ．

（N＝379）　0　　　　　10　　　　　za　　　　30　　　　　40　　　　　50　　　　　60　　　　　
ア0

％

　 人伝え

一
般加入電話

携帯電話

広報車

屋外の防災無線

各戸配備の防災藩線

地域単位のスピ
ー
カ
ー

サイレン

テレビ、ラジオ

インタ
ー
ネツト

その他

図 10　災害時に お け る情報入 手手段（3つ まで 選択）
9｝

198

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service



Institute of Social Safety Science

NII-Electronic Library Service

エnstitute 　 of 　 Sooial 　 Safety 　 Soienoe

　 ま た，避 難場所 に 指定 され て い た もの の 豪雨災害時 に

は浸水 して しまい 機能 しなか っ た土 佐清水 市立 下川 口小

学校 で は，写真 3 の 右上 の よ うに，平成 13年水害の 浸水

位を学舎 に表示 して 人 々 の 防災意識を喚起す る と ともに，
浸水 しな い 高い 位置に避 難場所 を考 えて お くとい う教 訓

を踏 ま えて ，校舎の 屋 上 を避難場 所 と して 指定 し，い ざと

い う時 に は校 舎の 中 を通 らず に避 難 で き るよ うに 階段 を

設置 して い る （写 真 4）．こ れ は ，水 害対 策の た め だ けの

備 えで は な く ， この 地 域 が河 口部 に 近 く南海地 震 の 津波

を受 け る可能性 が ある た め，津波に も備 えた 対策 で あ る，

写真 4　屋上 を避難場 所に して い る下川 ロ 小学校

　さらに 土佐清水市で は，平成 13年の 災害体験を風化 さ

せ ず に住 民 の 防災 意 識 を維 持 ・向上 させ るた め に，平成

16年 6月，市条例 に よ り災害発生 日の 9月 6 日を防 災の

HJ と定 めた．防災 の 日には ， 市 民参加 に よ る避 難訓練

や 防災訓練，自主防 災組織 との 協働 によ る地 区別 防 災マ

ッ プ の 作成，作成 した マ ッ プ を基 に 老 人 な どに 声 を掛 け

合 い 助 け合い な が らの 避難 訓練な ど，災害教訓 を活か し

た活動を展開し て い る．
　 こ う した取 り組 みの 成果 と して ，土佐清水市で は 条例制

定 を挟 む 3 年 間 に 自主 防災組織 の 設 立 が 進 み，H15 年 8

地 区，H16年 17地 区，　 H17年 11地 区 と市 内 沿岸 部 を 中心

に 36 地 区で設 立 された．現 在で は，市内 69 地区 の うち

49 地 区 で 自主防災組織 が結 成 され て お り，設 立 割合 は，
地 区数で 72％，世帯数では 84．3％ となっ て い る．
　 こ の よ うに 土 佐 清 水市 な ど西 南 部地 域 で は，災 害 体験

を活 か した防災の 取 り組み が行われ て い る ．
　一方，被 災 を受 けて い な い 山間部 等

一
部 の 地域で は，防

災訓練など も実施 され て お らず，ま た ， 市 街 地 で は要 支

援者 リス トの 作成 も進 ま ない な ど，災害への 備 え は 十 分

で は ない 状況で あ る．西南部 地 域 全体 で住 民 の 防災意識

を ど う高 め て い くか が 今後の 課題 とな っ て い る．

（2）地域に おけ る防災の 取 り組み

　土 佐 清水 市 下 川 口浦 地 区 の 自主 防災会 の 会長 （区長 ）

さんへの ヒ ア リン グ調査 に よ る と，平 成 13年 の 水 害体 験

を契 機 として ， 住民 の 防災 意識 を高め 災害時の 行 動 に 結

び つ け る た めの 取 り組 み が積極 的 に行 われ る よ うに な っ

て きた とい う．

　例 えば，毎年 の 市 民防災 の 口 （9 月 6 日）に は，時間

を知 らせ ず に抜 き打 ち的に サイ レ ン を鳴らして 避難訓練

を行 っ て い る．当初，雨 天 の 時 には 足 の 不 自由な人 に配

慮 して避 難訓 練を 中止 し よ うと考 えて い た が，地域の 住

民 か ら災害 は 雨天 で も起 こ り うる とい う意見 が 出 て きて ，
現在 は雨天 で も避難訓練を実施 して い る．

　自主 防災会 で は，防災の 日だ けで は な く普段 か ら，自

主防災会の 情報 を 回覧板 で 知 らせ た り，隣近所 へ の 声 か

け を実践 して い る，区長 は 「トン トン ト ン カ ラ リ と隣

組」 の 精神で ，日頃か ら 「人 の つ なが り」 を大切に して

い る と語 っ て い る．

　災害 1年後 の 課題 で あ っ た 要 支援者 の 安全 確保に っ い

て は．市民 防災 の 日に 地 区 の 自主 防災 会，消 防 団 員，警

察署員，市職員 （支所職員）の 4 者で 地 区内の
一

人暮 ら

しの 高齢者 を訪 問 し，昼 間生 活 してい る部屋 や 寝室 の 位

置，健康状態 を確認 し て い る，ま た，今 日，個人 情報保

護 との 関連 も あ り，本 人 の 了 解を得ない と要 支援者 の 名

簿 も作れ ない よ うな 状況 に もな っ て きて い る もの の ，要

支援者 の 安全確保優先の 観点か ら，亡 くなっ た り．移動

し た 人を チ ェ ック し，い つ で も災害時 に 対応 で きる よ う

に 「独居老 人早見表」 等の リス トの 更新 を行 っ て い る．
　 下川 口 浦 自主 防災会 で は，防 災マ ッ プ （図 13） を各 戸

に 配布 し て 避 難場所 の 周 知 を 図 る と と もに，防災意識 を

高 め る た めの 取 り組 み を して い る，避 難 場 所は 豪 雨災 害

の 教訓 と南海地震 の 津波 を考慮 して 高い 位置 の 春 日神社

に な っ てい るが，下川 口 浦 の
一

番低 い 所 か ら春 日神 社 ま

で ，足 の 不 自由 な人 で 7 ，8 分か か る，こ の 間 に 地 区 内 の

全員 が避 難で き るよ うな計画 を立 て て 避 難訓 練が 行われ

て い る ，こ の 他 ，県 か ら耐震 車 を借 りて きて 体験 した り，
ス マ トラ沖津波の ビデオ を見 た り，防災 の 短 歌をつ くっ

た り，地 域 住 民 の 防災 意 識 を 高め るた め の 様 々 な 工 夫 を

して い る ，ま た，後世の 人が 平成 13年水 害 を忘 れ ない よ

うに と の 願 い か ら，写 真 3に 示 す よ うな 浸水表示 の 石 碑が

各地 に建 立 され て い る．
　こ の よ うに，行政だけで は なく地域 で も．住 民 の 防災

意識 を高 め，防 災行 動 を起 こ させ る た め の 取 り組 み が 実

践され てい る．

図 13 下川 ロ 浦防災マ ッ プ （
一

部加筆）

5 ．まとめ

　高知 県 西南部 地域で は，平 成 13 年 の 豪雨規模 に 対応 で

き る 河川整 備 な どの 防災 社 会 基盤 整備 の 不 足 を地域 に育

ま れ た 「協働意識 」 が補い ，「寝耳 に 水 」 の 水 害 に もか か

わ らず
一

人の 犠 牲者 も 出 さな い で災 害 を凌 ぐこ とが で き

た ．追跡調 査 の 結果，こ の 災 害体験 を風 化 させ る こ とな

く住民 の 防災 意 識 を高 め，災 害 時 の 防災行 動 にっ な げる

た めに，家庭 ・地 域 ・行政が 置か れ た 条件 の 中で 知 恵 や

工 夫 を出 し合 い ，お 互 い にで き るこ とを実施 して い る こ

とが わか っ た．
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　 た だ し，被災 し た宗呂川な どの 沿川地域 で は，自主 防

災組織 を 中心 と し た 地 城 コ ミ ュ テ ィ
ー

の 防災活 動 が 活発

に行 わ れ て い る もの の ， 山 間部 等一部 の 地域 で は 防 災 訓

練 な ども実 施 し て い ない な ど，災害への 備 え は 十分で は

ない ．また，要 支援者の 安全確 保 につ い て も ， 地 区に よ

っ て は 要支援者 リ ス トの 作成 な ど も行われ て い な い ．こ

の た め，今後，南海地 震 ・津波災害 も含 めた 西 南部地域

全体 の 住民 の 防災意識を どの よ うに し て 高め，防災行動

に結びつ け て い くかが 課題 で あ る．

　 しか し，今回の 追跡調査 の結果得 られ た 以下の 点は，地
域防災力の 向上 をめ ざす各地の 取 り組 み に と っ て 参考に

な る と考え られ る．
1）切 羽詰ま っ た 災害で は，「人 伝え」 の 情報 伝達な ど人 を

　 大切 に した 地域 の 協働意識が防災行動 と して 役 立っ ．
2）地 域の 人 々 の 間 の コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ，行 政 と住 民 の

　問の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン，人の つ な が りが 人 の 命 を守

　 る．
3）災 害 体験 談 か ら抽 出 した 教 訓 を 防災 対 策 に活 かす こ と

　 が で き る．
4）被災 日を 「市民 防災の 日」 に 制定 し，避 難訓練 を実施

　 す る な どの 取 り組 み は ， 災害体 験 の 風 化 を防 ぐ．
5）要支援者 の 安全確保 の た めに は，自主 防災会，消防団

　員，警察署員，市職員等が 連携 して 対 象者を訪 問，情

　報収集する こ とな ども有効で あ る．
6）浸水 位 を表 示 す る 災害警鐘石 碑などの 建立 は，住民 に

　災害への備 え の 意識 を与 え る．
7）家庭 ・地 域 ・行 政 の 三者 がそれ ぞれ の 防災上 の 役 割を

　 果 たす こ とが重 要 で あ る．

　地域 の 防災活動を長く継続させ るた め に は ，今後，各

地域 の 実 情 を踏 ま え ，家 庭 ・地域 ・行 政の 連携 の 下，そ

れ ぞれ が 「で き る範囲」 と 「で き ない 範囲 」 を認 識 し，

互 い に 補完 しな が ら，防災活動を実践 す る 人 の 姿や そ の

成果 を身近 に見せ る 防災 施 策 を具 体 化 して い くこ とが必

要 で あ る．
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