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私はなにもの？ 

現職：東北大学災害科学国際研究所 災害アーカイブ研究分野 准教授 
兼担：東北大学大学院工学研究科 建築学専攻 
 
略歴：東海大学工学部建築学科 
    工学院大学大学院工学研究科建築学専攻 博士（工学）取得 
    独立行政法人情報通信研究機構 
 
専門：災害情報学，地震工学，地域防災，建築工学 
 
研究内容：東日本大震災アーカイブプロジェクト「みちのく震録伝」 
    被災地全域の震災アーカイブの収集・構築支援（自治体，民間等） 
 
震災関連：1995年阪神・淡路大震災で三ノ宮で兄が被災したが無事 
    ・新潟県中越地震，中越沖地震，岩手宮城内陸地震，宮城県北部地震，    
     イラン・バム地震，熊本地震などの災害調査を実施 
 
受賞等：震災アーカイブで文部科学大臣表彰振興部門を受賞（2015年） 
      IBM Faculty awardを受賞（2013年）など 



私はなにもの？ 

○伝承施設関連 
国連防災世界会議メディアテーク 一部監修（2015） 
岩手県高田松原伝承施設委員会 有識者（2015〜） 
震災遺構仙台市荒浜小学校 監修（2016） 
山元町防災拠点震災伝承 一部監修（2017） 
その他（大槌町，大船渡市，陸前高田市など） 

○震災アーカイブ関連 
河北新報社「震災アーカイブ」 監修（2013） 
多賀城市「たがじょう見聞憶」 監修（2014） 
岩手県「いわて震災津波アーカイブ」 監修（2016） 
熊本県「熊本地震デジタルアーカイブ」 支援（2016） 
その他（様々な震災アーカイブ関係をアドバイス） 

○その他 
伝承イベント関係（竹下景子さん「かたりつぎ」など） 
記録誌の監修（東北大学，宮城テレビなど） 
防災観光関係の監修等（AR Hope Tour，MiCE関係） 
防災人材育成（宮城県自主防災組織育成事業など） 



自主防災組織って本当にいるの？ 



想定外とは？ 



日本での災害リスク 



全世界から見た日本の災害危険性 

1970年代から災害が急速に増加 

・気候変動の影響による降雨パターンの変化
や自然環境の悪化 
・社会の災害に対する脆弱性の増加 
・災害情報収集技術の向上 

出典：EM-DAT 



全世界から見た日本の災害危険性 

出典：Bündnis Entwicklung Hilftと国連大学環境・人間の安全保障
研究所（UNU-EHS)  

世界 171カ国の自然災害

（例：洪水、暴風雨、地震）に
対する脆弱性や遭遇しやす
さを体系的に評価し、災害リ
スクの視点からランク付けし
た世界リスク指標(WRI) 

http://weltrisikobericht.de/english/ 



全世界から見た日本の災害危険性 



全世界から見た日本の災害危険性 

Rank Country Risk 2016 Exposure Vulnerability Susceptibility
Coping

capacities
Adaptive

capacities

1 Vanuatu O 36.28 63.66 56.99 34.90 81.16 54.90

2 Tonga O 29.33 55.27 53.08 28.66 81.80 48.76

3 Philippines A 26.70 52.46 50.90 31.83 80.92 39.96

4 Guatemala 19.88 36.30 54.76 35.82 81.00 47.46

5 Bangladesh A 19.17 31.70 60.48 38.23 86.36 56.84

6 Solomon Islands O 19.14 29.98 63.83 44.01 85.56 61.90

7 Brunei Darussalam A 17.00 41.10 41.36 17.40 63.17 43.53

8 Costa Rica 17.00 42.61 39.89 21.32 63.78 34.57

9 Cambodia A 16.58 27.65 59.96 37.55 86.84 55.49

10 Papua New Guinea O 16.43 24.94 65.90 54.81 83.94 58.95

11 El Salvador 16.05 32.60 49.25 27.84 74.78 45.14

12 Timor-Leste A 15.69 25.73 60.98 49.93 81.39 51.61

13 Mauritius 15.53 37.35 41.58 18.02 61.59 45.14

14 Nicaragua 14.62 27.23 53.69 33.67 80.70 46.71

15 Guinea-Bissau 13.56 19.65 68.99 52.64 89.93 64.38

16 Fiji O 13.15 27.71 47.47 24.18 74.69 43.55

17 Japan A 12.99 45.91 28.29 17.82 38.04 29.00

18 Viet Nam A 12.53 25.35 49.43 24.95 76.67 46.67

19 Gambia 12.07 19.29 62.58 44.77 83.87 59.11

20 Jamaica 11.83 25.82 45.81 25.43 71.30 40.70

36 Indonesia A 10.24 19.36 52.87 30.09 79.49 49.04

42 Myanmar A 8.90 14.87 59.86 35.63 87.00 56.93

85 China A 6.39 14.43 44.29 22.81 69.86 40.18

86 Malaysia A 6.39 14.60 43.76 19.02 67.52 44.73

89 Thailand A 6.19 13.70 45.22 19.34 75.53 40.79

113 Korea, Republic of A 4.59 14.89 30.82 14.31 46.55 31.59

159 Singapore A 2.27 7.82 28.99 14.24 49.44 23.28

日本は，世界リスクのラ
ンクは，17位．Top20の

中の半数は，アジア，オ
セアニア地域である． 

全世界から見ても日本
の災害リスクが高いこと
を日本人が理解するこ
とが重要 



短時間強雨の増加傾向 

平成30年防災白書： http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h30/ 



災害から身を守るためには 



災害から身を守るためには（自助） 

知識 

行動 備え 

正しく災害を理解すること 

災害に対する備えをすること
（備蓄，防災対策など） 

防災訓練などを実際に体を
動かして見ること 



災害から身を守るためには（自助） 

知識 

行動 備え 

正しく災害を理解すること 

災害に対する備えをすること
（備蓄，防災対策など） 

防災訓練などを実際に体を
動かして見ること 

これだけでは，未曾有の自然災害や
社会変化に対応した行動ができない． 



災害から身を守るためには（自助） 

知識 

行動 備え 

正しく災害を理解すること 

災害に対する備えをすること
（備蓄，防災対策など） 

防災訓練などを実際に体を
動かして見ること 

常に様々な
ことを考え続
けること 

過去の経験を当てには
しないことが重要！ 



自助・共助・公助の役割について 

自助 共助 

公助 

自分の身は，
自身で守る 

地域や近隣の方
が互いに協力し
合う 

国や都道府県，市町村，防
災関係機関等による防災・
減災活動 



自助・共助・公助の役割について 

自助 共助 

公助 

自分の身は，
自身で守る 

地域や近隣の方
が互いに協力し
合う 

国や都道府県，市町村，防
災関係機関等による防災・
減災活動 

大規模災害になればな
るほど，公助の手が足
りなくなる． 

大規模災害になった際
に重要になるのが「地
域の防災力」である 



自助、共助、公助の対策に関する意識 

平成30年防災白書： http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h30/ 



自助、共助、公助の対策に関する意識 

平成30年防災白書： http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h30/ 



丸森町の人口ピラミッド（平成27年度国勢調査） 



平成30年防災白書： 
http://www.bousai.go.j
p/kaigirep/hakusho/h30
/ 



自助 



自助について 

【事前】 
 ○自宅や職場など身の周りの安全確認と防災対策 
  ・家具・家電の転倒防止 
  ・食器類の飛散防止（飛び出し防止器具） 
  ・建物，地盤の耐震性能の確認 
  ・ハザードマップの確認 
 ○食糧・水等の備え（備蓄） 
  ・食糧・水など1週間程度の備蓄 
  ・大量の備蓄が難しい場合は，循環備蓄（ローリングストック） 
  ・非常時持ち出し袋の準備 
 ○家族の安否確認の方法と避難方法の確認 
  ・災害用伝言ダイヤル 
  ・避難場所までの避難方法の確認 
 
【災害中】 
 ○自らの身を自分自身で守る 
 ○自分でできることは率先して行う（避難所生活等） 



阿武隈川の氾濫シミュレーション（自助） 

http://suiboumap.gsi.go.jp/ 



土砂災害，洪水情報と避難の関係（自助） 

気象庁： http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8.html 



洪水の氾濫基準の時系列変化（自助） 

気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-2.html 



洪水氾濫の基準と避難の関係（自助） 

気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-2.html 



土砂災害警戒情報と住民行動（自助） 

気象庁；http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-1.html 



土砂災害警戒情報（自助） 

気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html 



土砂災害警戒情報（自助） 

気象庁：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html 



共助 



共助について 

共助とは，災害発生の初期段階において，地域の住民の方々がお互いに
協力して「自分たちの地域は、自分たちで守る」との考えのもと、様々な防
災・減災活動を行う． 

自主防災組織 

 自主防災組織とは，町内会単位や行政区単位など地域住民で，防災・減災活動を行うた
めに結成・運営される． 
 自主防災組織は「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(災害対策基本法第
2条の2第2号)」と定義され，国，地方公共団体は，自主防災組織の充実・育成に努めること

とされています．また，住民は，「自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに，防災訓練
その他の自発的な防災活動への参加，過去の災害から得られた教訓の伝承その他の自発
的な防災活動への参加，過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に
寄与するように努めなければならない」(同法第7条第3項)とされています． 



自主防災組織は，なぜ必要か？ 

・家屋が倒壊し，生き埋め者がいたらそのままにして
おくのか？ 

・地震によって火災が起きたら，次に建物に延焼した
ら？ 
・高齢者，要配慮者は，誰が助けるのか？ 
・備蓄食糧を配るのは誰が行うのか？ 
・怪我をしたら，手当は誰がするのか？ 



自主防災組織は，なぜ必要か？ 

・家屋が倒壊し，生き埋め者がいたらそのままにして
おくのか？ 

・地震によって火災が起きたら，次に建物に延焼した
ら？ 
・高齢者，要配慮者は，誰が助けるのか？ 
・備蓄食糧を配るのは誰が行うのか？ 
・怪我をしたら，手当は誰がするのか？ 
 
 

自助では，どうにもならないことをなんとかするため
に共助が必要．また，組織が無いと対応できないこと
がある． 



自主防災組織の活動内容 

【平常時】 
 ・地域特性の把握（防災マップづくり等） 
 ・自主防災計画の作成 
 ・地域の実情に応じた実践的な防災訓練等の企画・運営 
 ・地域住民に対する情報提供、啓発活動 
 ・指定避難所の運営に関連する学校をはじめとした関係諸団体との協議・連携 
 ・災害時要援護者の支援体制の整備 
 
【災害時】 
 ・安否確認 
 ・情報収集・伝達 
 ・避難誘導 
 ・初期消火 
 ・救助・救護 
 ・災害時要援護者の支援 
 ・避難者の支援 
 ・避難所の開設・運営等 

防災訓練風景（左：炊き出し，右：救助訓練） 



検索・救助の注意点 

捜索・救助が可能な建物はどちらでしょうか？ 



地域でつくる防災マップ 

資料：仙台市地域防災リーダー（SBL）養
成テキストから 
http://www.city.sendai.jp/gensaisuishin/
kurashi/anzen/saigaitaisaku/sonaete/tai
saku/sbl.html 

【地域の防災マップとは】 

地域の危険な箇所や防災に
必要情報を地図上にまとめた
もの． 



自主防災組織を助ける人材 

仙台市 
地域防災リーダー 

宮城県 
防災指導員 

防災士 

目的 自主防災組織の支援 
実践的な人材育成 

地域や事業所などの
防災活動を推進する
中心的な役割を担う人
材 

防災の意識啓発や啓
蒙，災害時に，自らが
所属する企業や地域
の活動支援 

実施機関 仙台市 宮城県 日本防災士機構 

開始年 2012年 2009年 2003年 

育成数 597名 
（2017年5月現在） 

6535人 
（2018年3月現在） 

131,905名 
（2017年6月現在） 

日数 2日間 1日 2日間 

講義内容 講習＋実技 
実技：救助訓練，DIG
等 

講習＋実技 
・地域防災コース 
・企業BCPコース 
実技：HUG，DIG 

講習＋実技 
・防災士研修講座 
・救急救命講習 
・防災士資格取得試験 

受講料 無料 地域防災：1000 
企業BCP：2000円 

6万円 



公助 



災害対策基本法の関連法律 

災害対策基本法は，自然災害に
関係する法律のすべての大元の
法律． 

【自然災害の範囲】 
地震，津波，火山，風水害，地滑
り等，豪雪，原子力 

【災害フェーズ】 
予防，応急，復旧・復興 



災害対策基本法 

第一章 一条 
 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を
災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、
地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制
を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の
作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関
する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定める
ことにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推
進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保
に資することを目的とする。 



災害対策基本法の防災に関する組織の各責務 

責務内容 

国 ・災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本計画作成と実施 

・地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関
する事務又は業務の実施の推進とその総合調整 
・災害に係る経費負担の適正化 

都道府県 ・当該都道府県の地域に係る防災に関する計画作成と実施 

・区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又
は業務の実施を助け、かつ、その総合調整をする 

市町村 ・当該市町村の地域に係る防災に関する計画作成と実施 
・消防機関、水防団その他の組織の整備 

・当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主
防災組織の充実を図る 

・住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十
分に発揮するように努めなければならない。 

指定公共機関及び
指定地方公共機関 

・国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるよ
うに、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する 

住民 ・住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に
備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動
への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に
寄与するように努めなければならない。 



災害対策基本法の防災に関する組織の各責務 

責務内容 

国 ・災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本計画作成と実施 

・地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関
する事務又は業務の実施の推進とその総合調整 
・災害に係る経費負担の適正化 

都道府県 ・当該都道府県の地域に係る防災に関する計画作成と実施 

・区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又
は業務の実施を助け、かつ、その総合調整をする 

市町村 ・当該市町村の地域に係る防災に関する計画作成と実施 
・消防機関、水防団その他の組織の整備 

・当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主
防災組織の充実を図る 

・住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十
分に発揮するように努めなければならない。 

指定公共機関及び
指定地方公共機関 

・国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるよ
うに、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する 

住民 ・住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に
備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動
への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に
寄与するように努めなければならない。 

・住民は、食品、飲料水その他の生活必需物資の備
蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずると
ともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への
参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他
の取組により防災に寄与するように努めなければな
らない。 



地区防災計画 

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html 














