
渓流における警戒避難に資する
防災情報の提供

資料－１０



渓流における局地的豪雨に対する警戒避難に活用可能な気象情報

雨量計データ

レーダー雨量

解析雨量

天気予報

大雨注意報

大雨警報

土砂災害警戒情報

雷注意報

複数の市町村

複数の市町村

複数の市町村

複数の市町村

市町村

雨量計

１ｋｍメッシュ

１ｋｍメッシュ

テレビ・ラジオ・インターネット等

インターネット等

インターネット等

防災行政無線・テレビ・ラジオ・
インターネット等

防災行政無線・テレビ・ラジオ・
インターネット等

インターネット等

インターネット等

インターネット等

５時、１１時、１７時

随時

随時

随時

随時

１０分ないし１時間毎

１０分毎

３０分毎

情報名等 発表・提供単位 発表時間 提供手段

注
警
報
・
天
気
予
報

雨
量



雨量情報の特徴について

レ
ー
ダ
ー
雨
量

１０分毎に提供

（例えば、６：００～６：１０
の雨量強度を６：２０に提
供）

雨
量
計

１０分毎もしくは１時間毎
に提供

（例えば、６：００～６：１０
の１０分間雨量を６：２０
に提供）

解
析
雨
量

３０分毎に提供

（例えば、６：００～７：００
の時間雨量を７：２０に提
供）

提供のタイミング 情報の特徴

雨量計

設置・提供主体

・強い雨の範囲を面的に
把握可能
・レーダー雨量を雨量計
での実測雨量で較正し
ているため雨量の精度
が良い
・計算時間を要し、リア
ルタイム性がやや悪い

国土交通省

気象庁

国土交通省（砂
防、河川、道路）

気象庁

都道府県（砂防、
河川、道路 等）

市町村

・提供時間が早く、リアル
タイム性が良い
・強い雨の範囲を面的に
把握可能
・雨量を較正していないた
め、雨量の精度が悪い

・提供時間が早く、リアル
タイム性が良い
・実測の雨量を把握可能
・設置地点の雨量のため、
雨量計が雨域を外れてい
ると確認出来ない

気象庁

等



土砂災害警戒情報

都道府県砂防部局と気象庁が共同で、大雨による土砂災害の発生の可能性が高まった場合に、市町
村長の避難勧告等発令の判断や住民の自主避難の参考となるよう、市町村単位で発表。
全都道府県で提供中。

【発表例】平成２０年７月２８日 富山県

【土砂災害警戒情報の伝達】

都道府県砂防部局
（土木部等）

地方気象台等

都道府県

出先機関 市町村

直轄砂防事務所

都道府県
（消防防災部局）

テレビ・ラジオ

住

民

土砂災害警戒情報

※土砂災害発生の切迫性を伝える情報
等の提供も併せて推進

気象業務法に基づき伝達

伝達ルート

気象台からの情報の流れ（気象警報等）

共同で発表



藤橋（岐阜県揖斐川町）
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武平峠（三重県菰野町湯の山）
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土砂災害警戒情報発表

土石流発生
土砂災害警戒情報発表

土石流発生

土石流

土石流

土砂災害発生と土砂災害警戒情報の発表時間との関係①

岐阜県揖斐郡揖斐川町 土石流

三重県いなべ市 土石流

小滝川砂防えん堤

岐阜県不破郡垂井町 土石流

平成２０年９月２日１５時

１５：４５

０１：００

１５：２０

１７：００



富山県南砺市杉尾
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土砂災害発生と土砂災害警戒情報の発表時間との関係②

石川県金沢市芝原橋
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土砂災害
警戒情報発表

土石流発生

土砂災害
警戒情報発表

土石流発生

富山県南砺市杉尾 土石流

土石流

石川県金沢市板ヶ谷町 土石流

平成２０年７月２８日０６時

０７：０５

０７：１５

０７：００

０５：４５



土砂災害警戒情報の補足情報の提供について

携帯電話等を活用した土砂災害警戒情報の提供状況

携帯電話に土砂災害警戒情報のメールを送信中（PUSH型） １７県 （青森県、山形県、神奈川県、山

梨県、長野県、三重県、福井県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、石川県、福岡県、佐賀県、大分県、
宮崎県、鹿児島県）

土砂災害発生の切迫性を、携帯電話を活用して市町村長等に直接伝達
することにより、迅速な避難勧告等の発令の判断を支援する

注

PUSH型：受信者へ強制的に情報を送信する方式

（平成20年１０月１日現在）



降雨状況等を把握するための情報提供について（例 長野県砂防情報ステーション）

受信メール

FROM：＊＊＊＊＊＊＊＊
SUB：長野県土砂災害警戒情報

2007年09月06日
22時40分発表
土砂災害警戒情報第4号

▼新たな警戒対象地域
佐久穂町
▼警戒対象地域(継続)
小諸市,長谷
佐久市,軽井沢町
御代田町,東御市

△解除地域
なし

携帯メール（ＰＵＳＨ型） 携帯用ホームページ（ＰＵＬＬ型）

携帯電話を活用した情報提供

インターネット（ＰＣ）を活用した情報提供

（平成19年12月31日現在）

長野県における携帯
メールの登録者数

県職員 307名

市町村職員 424名

一般 4,296名

計 5,027名

雨量計データ

土砂災害の発生危険
度のメッシュ情報

雨量計データ

土砂災害の発生危険
度のメッシュ情報

土砂災害の発生危険度のメッ
シュ情報と地図の重ね合わせ



入山時登録による情報伝達 （例 浅間山における情報伝達の実証実験）



大牧温泉

ネパール風護岸

杉尾（人家２戸半壊）

上見

嫁兼（人家１戸全壊）

小二又（人家２戸一部損壊）

才川七

携帯電話の通話可能エリア（例 富山県南砺市でのNTTドコモのサービスエリア）

平成20年７月28日豪雨
による主な土砂災害

http://servicearea.nttdocomo.co.jp/ より

FOMAエリア

FOMAプラスエリア

・ＦＯＭＡサービスエリアとＦＯＭＡプラスエ
リアでは使用する周波数は異なるが、利
用できるサービスの違いはない。



降雨状況等を把握するための情報提供手段について

テレビ

ラジオ

防災行政無線

広報車

携帯メール

インターネット（ＰＣ）

提供手段

電波の不感地帯では視聴出来ない

電波の不感地帯では聴取出来ない

居住地から離れた渓流では音声が届きにくい

居住地から離れた渓流では音声が届きにくい

電波の不感地帯では送達出来ない

電波の不感地帯では閲覧出来ない

インターネット（携帯） 電波の不感地帯では閲覧出来ない

渓流における伝達上の課題

ＰＵＳＨ型

ＰＵＳＨ型

ＰＵＬＬ型

ＰＵＬＬ型

ＰＵＳＨ型

ＰＵＬＬ型

ＰＵＬＬ型

伝達のタイプ

渓流内では、局地的豪雨に関する情報を得にくい。
注

PUSH型：受信者へ強制的に情報を送信する方式

PULL型：受信者が自らアクセスして情報を入手する方式


