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　3．2　地域防災計画 の 見直 し

　須崎港 に おけ る津波対策 は，高知 県 の 地 域防災

計画 （昭和 58 年当時）に 基 づ き昭和南海地震

（1946，M8 ．1）の 津波を対象に進め ら れ て きた が，

高知県に お い て は兵庫県南部地震 （阪神 ・淡 路大

震災）後 に地域防災計画 に おけ る対象地震 の見直

しを行 い，平成 14 年度 に お い て 対象地震 の 規模

を 「安政南海地震 （1854，M8 ．4）」 に 変更 し各市

町村 に 対 して も地域防災計画 の 見 直 しを求 め て い

る。ま た，平成 13 年 9 月 に は政府 の 中央 防災会

議 に お い て ， 今世紀前半に 発生す る可能性が高い

とさ れ て い る東海 ・ 東南海地震 に っ い て ，的確な

防災対策を早急に検討す る 必 要が ある こ と か ら，

「東南海 ・南海地震 に 関す る専門調査会」を設置

し地 震 対 策 に っ い て の 検 討を 行 うた め，現在

（2003，4）ま で に 10 回 の 会合を 開催 し四 国 に お

い て は 左 記 の よ う な 被害想定 が 発表 され て い る。

　3．3　津波 シ ミ ュ レーシ ョ ン

　当事務所に お い て は，昭和南海地震を想定 し た

津波 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン モ デ ル を開発 し，防波堤建

設計画 を 進 め て きた が，高知県 に お け る地域 防災

計 画 の 想定地震規模 が安政南海地震に変更に な っ

た こ とか ら シ ミュレ ーシ ョ ン モ デ ル を安政規模

（M8 ．4）に 変更 した モ デ ル の 検証を行 う こ と と し

平成 13 年度か ら取組 ん で きたが，平成 14 年 9 月

に モ デ ル の 検証を終え安政規模の 津波 シ ミュ レ ー

シ ョ ン を実施 しした 。

　 シ ミ ュ レ
ーシ ョ ン の 結果，津波 の 規模 が 1．5 倍

程度と な る こ とか ら市街地へ の 浸水が確認 され た

た め，当面の 地域防災計画策定 の た め に須崎市 へ

情報提供す る こ とと した 。

　3，4　地域防災計画 へ の 反映

　須崎市は シ ミ ュ レ ーシ ョ ン 結果を地域防災計画

に おけ る避難計画 の 策定 に 用 い るた め に ，学識経

験者，防災関係行政機関等 で 組織 す る 「須 崎市津

波対策検討委員会 （委員長京大、高山教授 ）」を開

催 し避難対策 を 中心 と した ソ フ ト対策 に っ い て の

検討を行 っ た 。

　また，こ の 委員会に お い て 検討す る た め の 資料

南 海地震対策の 現状 と課題

として本 シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を基に した須崎湾津波

ハ ザ ードマ ッ プ （案）を 作成す る こ と と な り，市

民が参加 した試行 ワ
ー

ク シ ョ ッ プ を開催 しハ ザ
ー

ドマ
ッ プ （案）を作成 した 。

　また，一
般市民を対象と した 「津波防災セ ミナー

（約 600 人参加）」を開催 し，シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン 結

果 の 説明，地震 ・津波防災講演を行 い
， 須崎市 の

津波防災 の 取 り組み に つ い て市民に説明を行 っ た 。

　 こ の セ ミ ナ ーに お い て講演さ れ た高知大学 の 大

年教授か らは 「防災は官民 の 総力戦 で 立ち 向か う

必要性が あ る と の 講演 に よ り，今後 国，県，市 ，

市民 の 総合的 な取り組み の 必要性に つ い て参加 し

た市民 の みなさん に理解 して い た だけ た こ と も大

きな成果とな っ た 。

　 3．5　今後の取 り組み

　今後の 取 り組み と して は須崎市の 地域防災計画

の 見直しの中で 本 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン を参考 に 避難

場所 ・避難路 の 整備見直 しを行 うと と もに，自主

防災組織 の 強化 や防災意識 の 継続的な啓 蒙 の 推進

に 取 り組む予定 とな っ て お り，当事務所 と して も

他 の 市町村 も含め積極的に協力 して ゆ くこ と と し

たい 。 また，当所 に お い て は，現計画を早期 に 整

備す る と と もに，本 シ ミ ュ レ
ー

シ ョ ン モ デ ル を使 っ

た今後の イ ン フ ラ 整備 に っ い て も検討 した い
。

4 ．高知の 海岸堤防

門田時廣   島崎　孝
’

　4 ．1　 はじめ に

　高知県沿岸の 海岸線延長は約 713km で あ る 。

所管 の 内訳は，国土交通省 （河川 局 専管区 間 約

332km ，港湾局専管区間約 178　km ）と農林水産

省 （農村振興局専管区間約 37　km ，水産 庁専管 区

問約 158km ）と な っ て い る 。

　海岸保全区域 の 延長 は約 285km で あ る 。 国 土

交通省専管区間 は 河川 局約 87　km ，港湾局約 79

km ，農林水産省専管区間 は農村振興局 約 33　km ，

水産庁約 79km と な っ て い る
。

そ して 高知県 は
，

一
高知県港湾空港局
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「台風銀座」 と呼ば れ る よ うに 台風 の 常襲地域 で

あり，これ まで度 々 大きな被害を受 け て い る。

　ま た，上佐湾沖か ら紀伊半島沖 の 南海 ト ラ フ を

震源 と す る 「南海地震」 は 100〜150 年間隔 で 周

期的 に 発生 して い る。 高知県 で は，過去に こ の 南

海地震に よ る 揺れ や 津波 に よ り甚大な被害を 受け

て きた 。 近年の津波被害 に っ い て は 1946年 の 昭

和南海地震 と 1960 年の チ リ地震が あ り， リ ア ス

式海岸で天然 の 良港と な っ て い る須崎港 で は，津

波が増幅す る ため ， 津波防波堤 や海 岸堤防 の 嵩上

げの 整備を現在進め て い る 。

4．2 高知県の 海岸防災 （高潮）対策の推移

　海岸整備で は昭和 21 年 の 昭 和南 海地震 を契機

と した地盤変動対策事業や 昭和 27 年か ら始ま っ

た海岸局部改良事業，さ ら に は災害復旧事業に よ っ

て海岸堤 防の 築造が始 ま っ た。

　昭和 31 年に は ， 海岸法 が制定 され，伊勢 湾台

風 （昭和 34 年）や 第 2 室戸台風 （昭和 36 年 ） な

どの 台風災害を契機に，直立堤防の整備 （線的防

護）が行われ て きた
。

こ の と きの 設計 波 は，沖波

で 7m 程度で あ る 。 堤防高 さ に っ い て は，　 TP

7．5〜8，0m で 整備が行われ て い る 。

　さらに ，昭和 45 年 の 台風 10 号 に よ り高知県は，

顕著な高潮被害 を受 け，土佐湾高潮対策技術会議

に よ り，沖波は 10m 程度，堤 防高さ に つ い て は ，

TP 　10m へ と海岸堤防 の 嵩上げが行 われて きた。

　昭和 50 年代半ば に な る と，沿岸漂砂 の減少 や

構造物 に よ る遮断 に よ り砂浜 の 減少が 顕著と な り，

海岸線で の 防護 で は不十分 で，複数施設 の 組み 合

わ せ （緩傾斜堤防 ， 離岸堤 ， 突堤， 人工 リ
ー

フ 等 ）

に よ る防護 （線的防護か ら面 的防護へ ）が行 われ

るように な っ た 。

　防護水準 と して は 30 年確 率波 浪 を 対象 と し，

現在 は，沖波 13．5m 程度に より計画され て い る 。

　 ま た平成 ll 年に は海岸法 が 改正 さ れ 従 来 の 防

護を基本と した 整備か ら防護，利用，環境 の 調 和

の とれ た 整備へ と変わ り ， 海岸保全基 本 計画 を策

定 し た と こ ろ で あ る。
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　4．3　予想津波高と海岸堤高

　平成 13 年 9 月，政 府 の 地震調査委員会が 政府

として 初め て 地震の 起 き る時期 や 規模を 公表 した 。

南海地震 の 規模は単独 で 起 き る場合 が M8 ．4，発

生確率は 30 年以内 40 ％ ，
50 年以 内 は 80 ％ と さ

れ て い る 。

一
方，高知県で も平成 13 年度か ら想

定地震を昭和南海地震 （M 　8．0）か ら， 安政南海地

震 （M8 ．4）に 変更 して ，津波防災 ア セ ス メ ン ト調

査 を実施 して い る。 そ こ で は，震源 を昭和南海か

ら白鳳地震 の 間 の 5 ケ ース と し， 各沿岸 の 想定 津

波高さを求め て い る 。 そ の 結果を取 りま とめた も

の が （図 4−1）で ある。

　 こ の 調査結果に よ る と ほ とん ど の 海岸で 海岸堤

防の 高さ が 津波高さ よ り高い こ とが わか る 。
っ ま

り地震動 に より海岸堤防が壊れ な け れ ば ，地盤変

動 や 満潮時で も，ほ と ん ど の 海岸で 安政南海地震

ク ラ ス の 津波の 浸水を防 ぐこ とが可 能 で あ る 。 し

か し，こ れ らの 堤防の 耐震整備に つ い て は ま っ た

く出来て い な い の が 現状 で あ る し，築後 30〜40

年あまり経過 して お り，構造物の 老朽化が 著 し い

箇所 も多々 見受 け られ る。

　 い っ ぽ う，土佐湾中央部 の 高知市 で は 安政 ク ラ

ス の 地震時 に は地盤沈下 が 1．Om 以上あ る と予測

さ れて い る 。 現在，市域の 約 7km2 が ゼ ロ メ
ート

ル 地帯で あ る同市は さ らな る浸水被害の 拡大が懸

念さ れ て い る 。 実際，昭和南海地 震時に は ， 堤防

が切れ た こ と もあ り，市街地が 浸水 し 12 日間 も

冠水したままで あ っ たと い う記録が残 っ て い る 。

　 ちなみ に，1998 年に高知市 に 未 曾有 の 豪雨 を

もた ら した 98 豪雨で も， 市街地 は 3 日間冠 水 し，

市東部 の 都市機能が完全 に 麻痺 して い る 。 （図 4−2）

　4．4　各市町村に おける津波 の 到達 時間

　高知県 の 津波防災 ア セ ス メ ン ト調査 に よ る 津 波

の 第 1 波の 到達時間 は，震源地 に 比較的近い土佐

清 水市 で 約 5 〜10 分 ，室 戸 市 や 東洋 町 で も 約 5

〜10 分 と な っ て い る 。 震源地か ら比較的遠い須崎

市 や高知市 で も約 30 分 と か な り短 い 時間 で 津波

が 来襲す る 。 そ の た め，揺れ た ら ま ず逃げ る と い

う早急 な 避難体制作 りが必 要 で ある 。 （図 4−3）
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図 4−1 各地 の 予想津波高と海岸堤防高
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図 4−2 高知市 の 微 地 形 とゼ ロ メ
ー

トル 地 帯
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図 4−3　各市町村 の 津波到達時間

　4．5　津波か らの減災対策

　現在，港湾空港局 で 整備 して い る防災対策 に つ

い て い くつ か紹介す る 。

（1）高知港津波高潮防災 ス テ ー
シ ョ ン

　平成 13年度に，高知市が 行 っ た 津波 防災 ア セ

ス メ ン ト調査に よ る と，高知港内 に は 300 を超 え

る水門 ・陸閘 （りくこ う）があ る 。 津波来襲 ま で

に，こ れ らをす べ て 閉鎖す る こ と が で き れ ば，市

街地 の 浸水被害を大 きく低減させ る こ とが出来 る

とい う結果 が 出て い る 。 高知港津波高潮防災ス テ ー

シ ョ ン は，こ の た め，平成 14 年度 に事業化 さ れ

た。 高知港内の主要 な 4 水門 と約 15 カ 所 程度 の

陸閘を遠隔操作す る こ と に よ り，

一
元的で 迅速な

管理 が 実現 で きる よ う に な る （図 4−4）。 しか し，

す べ て の 水門 ・陸閘を遠隔化す る の は現実的に は

無理 で あ るた め，遠隔化されな い 施設 に っ い て の

対応策が必要で あ る 。

（2 ）陸閘の 自主管理 シ ス テ ム

　前述の開囗部対策 に つ い て，ひ と っ の 対応 策を

検討 した の が こ の 事業 で あ る。
こ れ は 住民 の 防災

意識の 向上を 図 り，「自分 た ち の 地域 は地域住民

自らが守 る」とい う意識 の 啓発 を図 る た め，平成

15 年か ら甲浦港 を モ デ ル 地域 と し，最近取 り組 み

を始め た 。 陸 こ うを平常 時 は閉鎖 し， 使用時 の み

開ける こ とを基本と して 管理 の 実践を行 っ て い る 。

こ の 中で 問題点 の 抽 出や対策の 検討をする と と も

に ，必要に 応 じた補修や改良 ， 閉鎖な ど の 検 討 を

地域 の 防災組織，利用団体，地元住民，行政 ，学

識経験者な ど に よ り検討を進 め て い く予定 で あ る 。

（3 ）甲浦港人工地盤

　甲浦港 は高知県 と徳島県の 県境に 位置 し，そ の

中の 白浜地区は室戸 ・ 阿南海岸国定公園内 に あ る

風光明媚な海岸で ，年間 2万人以 ヒの 海水浴客が

訪れ て い る。 当地 区も過去に幾度か大 きな津波被

害を受けて い る 。 津波 の 到達時間 に つ い て も，10

分 と地震後すぐに津波が来襲す る 。 また，地域特

性 として 三方を河川 に囲まれ て い る た め，津波 は

い ち早 く河川か ら遡上 し，海水浴客や地区住民 は，

退路 を断たれ，孤立す る可能性が非常 に 高 くな っ

て い る 。 これ ら の 解消 を 図 る た め ，平成 13 年度

より避難場所の 確保 と して ，人工地盤 の 整備を行 っ

て い る。

　施設規模と して は，700 　m2 で 避 難 対象人数 は

700 人 （海 水浴 客 ＋ 背後住民）と設定 し平 成 16

年度完成に 向 け て 現在整備中で あ る 。 （図 4−5）

　以 上，防災対策 として こ れ ら の 整備 を実施 して

い る が ， 実際は こ れ ら の ハ ー
ド 整備事 業 に よ り

100〜150 年毎 に 起 きる で あ ろ う巨大地 震 の 津 波
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図 4−4　高知港津波高潮防災 ス テ
ーシ ョ ン 全 体 イ メ

ージ 図

図 4−5　甲浦港人工 地盤 イ メ
ージ

か らの 被害をす べ て 防 ぐこ と は困難 で あ る 。 そ の

よ う な意味か ら， 現 在進 め て い る防災対策だ けで

な く，住民 自ら の 自立防災 （新 しい 建築基準 に あ っ

た建物に改築）な どの 減 災対策が必要 と さ れ て い

る 。

　 4．6　おわ りに

　減災対策を 効果的 に 進 め て ゆ くた め に は，学，

官，民 の 連携が必要 で ある。 地域住民 は，こ うい っ

た 巨大地震 と常に隣り含わせ で あ る とい う地 域特

性の 場所 に 住ん で い る こ とを深 く自覚 して ，意識

の 高揚や従来 の 生活 ス タイ ル の 見直 し （例え ば一

階部分は浸水 して もい い よ うに 改築す る）な ど を

行 う こ と が今後の 地震津波対策と して非常 に有効

で ある。今後 は，ハ ード対策を進め る こ と は もち

ろ ん ， 学界 の 皆様 と共 に 行政 と地域が 一体と な り，

情報を共有 しなが ら，住民 自らも住 家 の 耐震 ・浸

水対策を進め る など来る べ き巨大地震 に 対 して ，

よ り効果的な対応策を考え て い か なければ な らな

い
。 そ の た め に も，行政 の 内部 で ⊥地利用や 町づ

くり，さ らに は 住家建築部局と防災部局が連 絡を

密 に す る必要 に せ ま られ て い る 。
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