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自己紹介

かみだ けいご

上田 啓瑚

出身地：三重県津市

2017年静岡大学地域創造学環 地域環境・防災コース卒

2021年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程

2023年筑波大学理工情報生命学術院システム情報工学研究
群リスク・レジリエンス工学学位プログラム

2023年防災科学技術研究所 防災情報研究部門 研究員

一般社団法人BOSAI Edulab理事長

U-Inspire Japan元代表

よんなな防災会学生部運営

しずおか茶の国会議メンバー

静岡市消防団第4方面隊第14分団元団員

趣味：書道、手話、ソフトテニス
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防災科研とは

雪氷防災研究センター
（新潟県長岡市）

雪氷防災研究センター
新庄雪氷環境実験所
（山形県新庄市）

防災科学技術研究所
（茨城県つくば市）

兵庫耐震工学研究センター
（兵庫県三木市）

1964.12

1969.10

1963.4(1978.4)

2004.10

主 な 拠 点
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https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01066/

雪氷防災実験棟

E－ディフェンス
（実大三次元震動破壊実験施設）

大型降雨実験施設

防災科研の先端的実験施設
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⚫防災と災害対応

⚫令和6年能登半島地震から学ぶこと

⚫これからに備える
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⚫防災と災害対応

⚫令和6年能登半島地震から学ぶこと
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防災とは

ハザード
（自然現象）

社会の

防災力

災 害
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同じハザード（自然現象）でも、

それを受けとめる社会の防災力によって

被害の度合いは大きく変わる

被害

社会の

防災力

ハザード

防災とは
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被害想定

高知全体で 死者4万2千人

４人被害 ３人被害

対策をしないと合計７人が犠牲に

いかに嘘にするか
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/higaisoutei-2013/file_contents/2013051500465_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_95424.pdf
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防災とは

1959年 伊勢湾台風
災害対策基本法

1995年 阪神・淡路大震災
ボランティア元年、耐震基準見直し

2011年 東日本大震災
主体的な判断・行動
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出典：東京大学地震研究所・東京カートグラフィック

世界の震源分布
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南海トラフ海底地震津波観測網
（N-net）
今年度中に完成予定

N-net:整備中

南海トラフ海底地震津波観測網

地震を観測「MOWLAS」
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bosaiXview（防災クロスビュー）

ISUT-SITE（アイサットサイト）

自治体提供情報

通行実績

被害情報

順次拡大

自然

風水害

雪害

地震災害

津波災害

火山災害

社会

各種ハザード・リスク情報

クリアリングハウス

標準災害情報
プロダクツ

等

等

等

等

防災科研

府省庁

自治体

民間

災対ツールキットでの入力

等

ISUT

各機関保有の
防災情報システム

災害対応機関
限定のビューア

※ID/PWあり

災害時の情報共有
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内閣府資料より

災害時情報集約支援チーム「ISUT」
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これまでのISUT活動実績

年度 災害名称 活動期間 活動場所

2018年度 大阪府北部地震 2018/06/18 -2018/06/21 大阪府庁

平成30年7月豪雨 2018/07/07 -2018/08/06 広島県庁

平成30年北海道胆振東部地震 2018/09/06 -2018/09/28 北海道庁

2019年度 令和元年6月下旬からの大雨 2019/07/04 -2019/07/05 鹿児島県庁

令和元年8月の前線に伴う大雨 2019/08/28 -2019/09/04 佐賀県庁

令和元年房総半島台風（台風第15号） 2019/09/10 -2019/10/03 千葉県庁

令和元年東日本台風（台風第19号） 2019/10/13-2019/11/15 宮城県庁，福島県庁，栃木県庁，埼玉県庁，千葉県庁，長野県庁

2020年度 令和2年7月豪雨 2020/07/04 -2020/08/07 熊本県庁，鹿児島県庁

福島県沖を震源とする地震 2021/02/14 -2021/02/16 福島県庁

2021年度 7月1日からの東海地方・関東地方南部を中心とした大雨 2021/07/03 -2021/07/13 静岡県庁，熱海市役所

令和3年8月の大雨 2021/08/15 -2021/08/22 佐賀県庁

福島県沖を震源とする地震 2022/03/16 -2022/03/18 福島県庁，宮城県庁

2023年度 令和5年石川県能登半島を震源とする地震 2023/05/05 -2023/05/08 石川県庁

令和6年能登半島地震 2024/01/01-2024/01/31 石川県庁
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令和６年能登半島地震
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石川県内で
死者：4２２名
災害関連死：１９５名
（１１月５日現在）

石川県被害報告
（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/higaih
ou_169_1105_1400.pdf）



◼1/1 16:10 M7.6 最大震度7の地震発生

◼1/1 16:12 情報統合版オンライン参集及び防災クロスビュー、ISUT-SITEの構築開始

◼1/1 16:49 ISUT派遣決定

◼1/1 18:33 防災クロスビュー公開

◼1/1 18:41 ISUT-SITE公開

◼1/1 19:40 ISUT8号館出発、防衛省（市ヶ谷）から自衛隊 ヘリで現地移動

◼1/1 23:35 ISUT石川県庁到着。現地対応開始

◼2/1 遠隔支援に移行し、継続して対応中

2024/11/09

ISUTの令和６年能登半島地震対応

防災クロスビュー

令和6年能登半島地震
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県災害対策本部会議（YouTubeで公開・資料も県HPで公開）
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ISUTの令和６年能登半島地震対応
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ISUTの令和６年能登半島地震対応
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面的推定震度分布
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建物被害推定
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液状化発生確率推定
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解析積雪深×道路
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実動機関でのISUT活用
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実動機関でのISUT活用
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実動機関でのISUT活用

1/2 08:30頃 各実動機関（消防、警察、自衛隊）の情報を紙地図に集約
⇒ 防災科研が電子地図化 ⇒ ISUT-SITEで統合

消防

警察

自衛隊
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福祉施設，避難所，医療機関情報
を確認した上での対応作戦立案

DMATおよび医療従事者による全体作
戦会議での情報確認および作戦立案

避難所・集落地図の活用（医療関連）

1/1-4にて

約1,500
アクセス

（DMAT＋日本赤十字社）



⚫防災と災害対応

⚫令和6年能登半島地震から学ぶこと

⚫これからに備える
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電気が使えるまでに１か月、水が使えるまでに約半年

2024/11/09

出典：経済産業省「令和６年能登半島地震の対応について」、
石川県報道資料
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4日からすべての市町で給水対応が開始

最低3日、できるだけ1週間以上の備え

1日一人 リットル３
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「情報」の活用をできる人材

行動

認知

評価

情報から評価し行動に移すための能力が求められる



情報を取得しそれを情報を
入手困難な人に伝える
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「情報」を伝えられる人に

高校生新聞（2018年5月18日付）「熊

本地震の被害状況を調査 第一高
校（熊本）地学部」日本経済新聞（2016年4月21日付）「『炊き出

しはここ』デジタル地図で被災者を誘導」
テレビ静岡（2022年9月26日）「断水続き困っている住民のために 清水東高校3年生が「給水拠
点マップ」作成 心の余裕を気配りに」
」
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5月の能登半島

5/12 石川県珠洲市
いしかわけんすずし
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7/28 石川県輪島市1/18 石川県輪島市
いしかわけんわじまし いしかわけんわじまし

現在の能登半島
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輪島市現地調査 1月18日
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輪島市現地調査 1月18日
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輪島市現地調査 1月18日
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落ちてくる



44ⒸNIED 2024/11/09

倒れてくる
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原則の重要性

落ちてこない・倒れてこない・移動してこない場所
での安全な姿勢

耐震化されていない建物に注意

できるだけ1週間の備蓄
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学生による継続的なボランティア活動支援

出資者・企業

全国の学生ボランティア

令和6年能登半島地震の被災地へ
展望：全国各地の被災地へ

資金提供

知識・資金・機会の提供

知識を持った支援者の提供

協力



専門家からの事前学習
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学生による継続的なボランティア活動支援

民宿を一棟貸し切り
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学生による継続的なボランティア活動支援

外部からの受援力の必要性
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物資は届くがどう運ぶか＠穴水町物資拠点
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⚫スペース確保できず、市の職員が廊下で
雑魚寝

⚫段ボールベッドも展開できない

溢れる外部支援団体＠輪島市役所（1月１８日）

市の公的サービス継続のためのBCが重要



https://mainichi.jp/articles/20240211/k00/00m/040/087000c
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https://www.chunichi.co.jp/article/834967



土佐清水市には６か所指定
⚫収容人数計135人
⚫想定避難者計 173人
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北國新聞（2024年1月20日付朝刊）（https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1295288）

福祉避難所の開設困難に

全ての施設が開設できるでしょうか？

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1295288


能登町立小木中学校
2012年から防災に取り組み、「ぼうさい甲子園」を 6 年連続で受賞

⚫総合的な学習の時間で継続
⚫毎年体育のイベントとして津波避難訓練生徒会
⚫主催の集会で防災集会を年に2回生徒が企画
⚫地域住民を巻き込んだ授業

実際
⚫周りの人と相談したり、声を掛け合い避難
⚫ジレンマ授業が役に立った
⚫実際に避難所に行くか近所の人を助けるかという選択の場面が
あった

⚫デマに関する授業も役に立った
⚫学校は来年度閉校するが、引き続き防災に取り組みたい
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防災教育先進校の対応



能登町教育委員長

⚫町の職員を中心とした運営
⚫大きく学校の職員を避難所に動員するということはなかった
⚫使用する教室を事前に検討する必要
⚫避難所運営と学校経営を分離したことが学校再開を迅速にさせた
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能登町が学校再開をスムーズにできた理由

運営の人材確保
施設利用の事前の検討が重要



⚫防災と災害対応

⚫令和6年能登半島地震から学ぶこと

⚫これからに備える

55ⒸNIED 2024/11/09

目次



56ⒸNIED 2024/11/09

BOSAIユースアンバサダープログラム冊子より

次の地震が今世紀中に起こるのは
ほぼ確実

30年以内に70～80％で発生する

南海トラフ地震について
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南海トラフ地震最大震度

中央防災会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ（2012）



高知県土佐清水市
⚫人口：11,667人（2024年9月末）
⚫高齢化率：51.5％（2023年）

⚫被害想定（内閣府、２０１２）
⚫高知県全体想定犠牲者 42,000人
⚫土佐清水市想定犠牲者 2,700人
⚫津波高 ３４ｍ
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南海トラフ地震被害想定

https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/fs/4/6/1/8/7/3/_/tssmz_nantorakoudoukeikaku.pdf
https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/fs/1/2/3/8/1/1/_/NO0.pdf



59ⒸNIED 2024/11/09

揺れると？

地震の映像が流れます
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企業や施設のBCMの重要性

• 人員不足
• 通勤困難
• ライフラインの途絶

・
・
・

BCP
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供給 網）の途絶、
突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断して
も可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示し た計画のことを事業継続計画
（Business Continuity Plan、BCP）

内閣府「事業継続ガイドライン」（https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03.pdf）
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福祉防災の必要性

介護施設では、「令和３年度介護報酬改定」にお
いてBCP策定が義務化
令和5年4月1日に施行された省令改正により、
保育所を含む児童福祉施設等において、
BCPの策定、研修、訓練の実施、定期的なBCP
の見直しが努力義務に



地区防災計画

⚫平成26年４月１日施行「災害対策基本法」
⚫行政ではなく企業でもなく住民が主体

地域全体で議論し地域オリジナルな計画を
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内閣府地区防災計画
（https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html）

地域でも
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計画してからがスタート

BCP・計画策定

研修・訓練・活動

訓練結果から検証

BCP・計画見直し

2024/11/09
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実践的な訓練をしていますか？
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普段の生活で災害をイメージ

地震の映像が流れます
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落ちてこない

倒れてこない

移動してこない

命を守る3つのポイント
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◼8/8 16:43 M７.１ 最大震度６弱の地震発生

◼8/8 18:32 防災クロスビュー公開

◼8/8 19:15 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表

◼8/15 17:00 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）呼びかけ終了

令和６年８月８日16時43分頃の日向灘の地震対応



みなさんは
臨時情報が出された際に
どうしますか？
どう備えていますか？

68ⒸNIED 2024/11/09

南海トラフ地震臨時情報について

BOSAIユースアンバサダープログラム冊子より
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南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が出されたら？

事前に避難が必要な地域では…
⚫市民･･･避難
⚫ライフライン（水道・電気・ガス）･･･続ける
⚫鉄道･･･津波で危険な場所を避ける
⚫病院･･･続ける
⚫お店･･･安全を確保
⚫ガソリンスタンド･･･安全を確保
⚫学校･･･休校

その他の地域では…
•市民･･･生活を続け、地震に備える

• その他･･･基本的に続け、防災対策

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/honbun_guideline2.pdf
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第３期時点で全市町村で策
定が完了し、第4期では不足
する空間資源に対して、
①広域調整
②各市町村における個別の
計画の見直し
が進められた

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/files/2019032900019/file_juutenkadai_13.pdf

©2024 NIED

高知県での土地をどう活用するか



71

地域にはどんな資源があるか？

事前にどう連携し支えあうか



⚫防災と災害対応

防災のこれまでの災害時の情報共有

⚫令和6年能登半島地震から学ぶこと

３つのないと耐震化・備え

⚫これからに備える

災害を想像し計画・訓練・見直し
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まとめ
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原則の重要性

落ちてこない・倒れてこない・移動してこない場所
での安全な姿勢

耐震化されていない建物に注意

できるだけ1週間の備蓄



防災を日常に
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