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令和6年度清須市防災会議

東海豪雨発災から25年の年を迎えて

令和6年台風10号による大雨

• 台風経路図（速報値）

• 8月31日13:50，三重県のキキクル

8月27日～9月1日

気象庁が令和6年10月8日に発表

鹿児島県、宮崎県、大分県、徳島県、香川県、兵庫県及び三重県で線状降水帯が発生

「顕著な大雨に関する気象情報」が発表される直前

• 降水量の期間合計値分布図（8 月 27 日 00 時～9 月 1 日 24 時）

出典：
https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2024/
20241008/jyun_sokuji20240827-0901.pdf

2

静岡県で床上・床下浸水548棟

データ出典：消防庁（第20報）

複雑な経路，長期影響

令和5年の水害被害

• 水害被害額合計（暫定値，直接被害※のみ）
約6,800億円

• 被害建物棟数
約31,400棟

• 水害区域面積
約19,700ha

• 都道府県別水害被害額図

※風害による被害、人的損失、交通機関の運休などによる波及被害、被災した企業の部品・製品供給機能、本社機
能等が損なわれることによる他地域の企業への影響等に係るものは含まれていない

秋田県：約1,430億円
福岡県：約640億円，静岡県：約550億円など

出典：https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001270.html

国土交通省が令和6年10月8日に発表

過去10カ年で3番目に多い

主な水害：
 7/11-20の梅雨前線
 5/30-6/5の台風第2号
 6/26-7/13の梅雨前線
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日本における水害被害の変遷
データ出典：国土交通省水害統計調査人的被害は減っているものの，被害額は依然として高水準

国民所得（GNI，かつての
GNP）の10%前後に達す
るほど大きな被害には至っ
ていない

 1991年～バブル崩壊
 2009年～リーマンショック
 2020年～COVID-19・・・

2019年には1961年の統計開始
以来，最高被害額を記録

伊勢湾台風災害の1959年でも約5%

停滞する経済成長の中で
大水害とどう向き合っていくか
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気候変動による水災害の激甚化・頻発化
出典：国土交通省水管理・国土保全局治水課

近年，（静岡県，愛知県東部などで被害は生じているものの，）東海地方には，大規模水害は起きていない 5
千曲川決壊地点（長野市穂保）から氾濫域を望む（2019年10月17日撮影）

6

出典：内閣府中央防災会議「令和元年台風19号等による災害からの避難に関するWG」

避難に時間を要する
（支援が必要な）人
が犠牲に

危険を早く
察知する必要あり
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河川によって異なる治水整備の進展状況

赤く塗られた区間では，
当面の計画降雨（1/20
～1/30）による洪水を
安全に流せない！

出典：愛知県建設局河川課

県管理河川の（当面の計画規模の）整
備率は、令和4年度末で54％
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流域治水への転換 被害を軽減するため、私たちができることは？

https://www.cbr.mlit.go.jp/ryuiki_chisui/index.html

 これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流域に関わる関係者が、主体的に治水に取
り組む社会を構築する必要があります。

 河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企
業・住民等）により流域全体で行う治水「流域治水」へ転換するため、各一級水系にお
いて「流域治水協議会」を設置し、流域全体で早急に実施すべき対策の全体像を「流域
治水プロジェクト」として示し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速

各水系での取組みが進行中 9

令和3年の水防法改正による洪水浸水想定区域指定の拡大

https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000807216.pdf
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令和6年3月末時点

150 1,653 1,784

1,803 9,430
+7,198
その他の中小河川

448

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/
main/saigai/tisiki/syozaiti/

愛知県内における洪水浸水想定区域の指定河川の増加
出典：愛知県建設局河川課，2024年1月22日発表

（県内の一級・二級河川のほぼ全て）
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2021年度の水防法改正による指定対象河川の拡大

2024年11月12日には
このうち235河川について
指定（10/15から事前公表）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/shinsuisotei-03.html

Contents
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身近な地域で起きた
「大水害」を振り返る

2000年東海（・恵南）豪雨

都市型水害＋中山間地の土砂災害

清須市における近年の水害被害
データ出典：国土交通省水害統計調査

2000年の被害：一般資産1,424億円，公共土木5億円，公営事業12億円／
被災家屋7,065棟（床下浸水1,590棟＋床上浸水5,475棟）

2000年（平成12年）の東海豪雨の被害は，過去65年の中で最も大きい
14

日本全国で生じた近年（1987～2022年）の水害被害を、農作物を含む一般資産、公共
土木施設（インフラ施設）、公益事業（ライフライン施設）による構成比で見ると…

水害被害構成比の推移 データ出典：国土交通省・水害統計

一般資産の被害割合が過去約40年間で最大（78.9 %）なのが2000年（東海豪雨含む）

公益事業被害は、全般的に電力被害が卓越。
電力は1995年、運輸、水道は2018年、
通信は2019年、ガスは2000年に最大被害。

西日本豪雨

東海豪雨
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東日本台風

東海（・恵南）豪雨：気象の特色

出典：名古屋地方気象台 気象災害の記録「2000（平成12 ）年9月11～12日秋雨前線と台風第14号による大雨（東海豪雨）」
16



東海（・恵南）豪雨：降雨の分布

9月11-12日の降雨状況
（出典：国土交通省矢作ダム管理所（2012）恵南豪雨

災害～洪水の教訓を次世代に伝える～）

愛知県における等雨量線図（総雨量）と河川の配置
（出典：名古屋市（2001）東海豪雨水害に関する記録）

名古屋市

上矢作町

名古屋市を中心とした平野部と一部の中山間地に偏在する強雨
大河川の流域とは重ならなかった
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「東海豪雨」による広域浸水の実態

愛知県内における東海（・恵南）豪雨による浸水状況
（一般社団法人中部地域づくり協会HPを抜粋し、主な破堤・越水・溢水河川などを加筆）

愛知県内の河川は、
18カ所で破堤、313
カ所で越水・溢水す
るなど、各所で外水
氾濫が発生したほか、
名古屋市域の37 %
が浸水するなど、多く
の市街地では内水氾
濫が生じ、広域浸水
に見舞われました。
中部6県（愛知・岐
阜・三重・静岡・長
野・山梨）の合計では、
浸水面積約294 km2、
浸水家屋72,747世
帯に達しました。 18

名古屋・尾張地域の浸水と外水・内水氾濫

破堤地点（約100m幅）

外水氾濫

内水氾濫出典：国土交通省河川局
（2001）災害列島2000

特に被害の大きかった新川左岸の破堤氾濫

破堤氾濫した新川周辺の浸水深分布
（防災科学技術研究所HPに加筆）

洗堰

新地蔵川
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①

”鵜の首”狭窄部から上流で「バックウォーター」（堰上げ）による水位上昇が
確認され、計画高水位を上回りました。その影響により左岸堤防からの越水が
生じ、周辺での浸水が確認されましたが、幸いにも破堤には至りませんでした。

豊田市周辺の浸水と矢作川越水

出典︓国土交通省豊橋河川事務所（2003）、第2回矢作川流域委員会資料

バックウォーターによる越水
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「東海（・恵南）豪雨」の特徴

① 広域に及ぶ浸水
 愛知県内で275 km2が浸水、名古屋市域（326.4 km2）の

37%が浸水した
 ただし、犠牲者は少なく済んだ（10名）

～雨域が偏在し、大河川の破堤氾濫は免れた。
～沖積低地での氾濫。浸水深は過度に大きくならなかった。

② 甚大な経済被害
 中部地方だけで6,460億円（全国では7715億円）

1位：令和元年東日本台風の約1兆8,600億円
2位：平成30年7月豪雨の約1兆2,150億円

 インフラ・ライフライン施設への被害が甚大。

③ 中山間地の土砂災害
 恵南地方（岐阜県上矢作町（現・恵那市）など）で強雨
～脆弱な風化花崗岩で構成されるため、土砂災害の多発
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激甚化する水害に
どうやって備えるのか？

ハザードとリスクを適切に把握

発災時の被害を想定

事前の備えと計画的な安全確保

「地図は悪夢を知っていた」
昭和34年（1959年）10月11日の中部日本新聞 伊勢湾台風による被害が発

生した1959年当時、「
」や「 」と

いった言葉は無かったが、
1956年に総理府（今の内閣
府）の資源調査委員会による
「

」（大矢雅彦作成
）が発行されていた。

「仏（科学）作って
魂（政治）入れず」

1960年以降、土地の性
状、成因、地盤の高低、
干拓・埋立などの歴史を
調査し、地図にまとめる

が開始さ
れた。

過去に起こり，これから起こり得る現象が地図上に表示 23

著作権保護のため，非表示

リスクとは？

誘因 自然素因 ハザード

山地・丘陵地

河川

海岸

強風

豪雨

崩壊・土石流

洪水

高潮・高波

危険事象

災害（被害想定）＝ハザード（想定）？×社会素因（脆弱性／強靭性）

リスク＝災害（被害想定）×発生確率

脆弱性／強靭性

24



都市に局地的（ゲリラ）豪雨があると・・・

国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/anzen/index4.html）より

都賀川（神戸市）の事例

25

豪雨（誘因）＋都市化した山地（自然素因）＝ハザード激化
・・・＋人が居合わせる（社会素因）⇒発災

国土交通省HP（http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/anzen/index4.html）より

都賀川（神戸市）の事例 条件がそろえばどこの河川でも起こりうる問題！！

最大時間雨量およそ90mm

16人が急激な水位上昇により流され，小学生2人、保育園児1人を含む5人が死亡する事態に

26

出典：四日市圏域管理河川水防災協議会 http://www.pref.mie.lg.jp/HKENSET/HP/000180534_00001.htm

浸水深などによる想定浸水区域と当該市町村内（・外）の避難場所

洪水／水害ハザードマップに含まれる情報

浸水が広域におよぶ場合、または、浸水時の避難経路を考えた際に安全な避難場所を確保
できない場合に、隣接市町村の避難場所への「広域的な避難」を検討 27

浸水想定区域図の作成手順

http://disaportal.gsi.go.jp/国土交通省ハザードマップポータルサイト

浸水想定区域図は，水害（洪水）ハザードマップの元となる情報

国または都道府県は，洪水予報河川と水位周知河川が氾濫した場合に
浸水が想定される区域と浸水深を公表

等

計画規模と
想定最大規模（2015～）
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地点別浸水シミュレーション検索システム

https://suiboumap.gsi.go.jp/ShinsuiMap/Map/
国土交通省国土地理院

想定最大規模、計画規模の浸水想定区域について、浸水深が最大、浸水到達が最速、浸
水時間が最長な破堤点を表示したうえで地点ごとに想定される浸水状況を確認可能︕ 29

水害リスク情報を適切に把握するために

『多段階の浸水想定図』と『水害リスクマップ』の新たな公表

流域治水の推進を目的とし，河川整備の進捗段階ごとに作成
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/ryuikichisui/data/220930/shiryo1_220930.pdf
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庄内川の浸水想定図・水害リスクマップ

https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bousai/suigairiskmap/index.html
多段階の浸水想定図

さらに，整備段階ごとに作成

水害リスクマップ

浸水パターン
（浸水あり，
50cm以上，3m
以上）別に，確
率規模（各年超
過確率）ごとの
浸水域を作成

（想定最大規模等の）一様外力の洪水条件下で示される想定浸水深より，きめ細やか
な浸水ハザードが確認でき，（確率を含めた）水害リスクが理解できる！？ 31

「気づきマップ」で答え合わせできます！
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被害想定とは？

•いつどこで，どのような規模で起きるか分か
らない大災害に対し，
（津波が予想される場合は津波被害）及び，
経済的影響がどの程度生じるかを予想する

となり，
行政として備蓄しなければならない食糧，衣
料，薬品などを算定する根拠

日本技術士会websiteより引用
https://www.engineer.or.jp/cmty/bousai/BousaiQandA_Ver1_02_20090909A/chap_8/8.2.2.pdf

県・市町村が定める ，
事業者が策定する （ ）

への反映が求められる
33

大規模水害時に起こり得る被害の想定

出典：岡安徹也（2017）．JICE REPORT 31：2-7．一般財団法人国土技術研究センター．
34
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想定し得る最大規模の風水害リスクシナリオ

◆ 想定し得る最大規模の風水害リスクシナリオとは

 被害想定の結果を踏まえ、想定し得る最大規模の台風や豪雨による大規模な災害発生時
に想定される被害や状況等を時系列に分かりやすく整理したもの。

出典：名古屋市防災会議風水害等災害対策部会
36

BCP / BCMの重要性

Source: Rusman and Shimizu (2013)

早いカーブで事業を復旧させるため・・・
①目標と現状の不一致を認識し、
②目標への復旧時間（RTO）を減ら
すとともに、
③発災後にも機能を継続させる

社会経済の壊滅的被害を回避のために



水害への事前対策状況とその被害低減効果
平成30年7月豪雨の浸水地域（岡山県・広島県・愛媛県），および，令和元年東日本台風の浸水地域

（宮城県・福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・長野県）の事業者に対するアンケート結果から
回答事業者における各事業所の浸水状況

内閣府（2021）：洪水害に対する事前対策の効果の把握

浸水対策の例

浸水対策により，約20%以上の被害軽減を実感
→被災後にやや対策が進んだが依然として低水準

高所配置換えの例

37

水害ＢＣＰのつくり方

出典：国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所（2014）：水害版BCPクイックスタートガイド

タイムライン作成との共通性

38

水害ＢＣＰ作成に当たっての留意事項

出典：国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所災害情報普及支援室（2014）
39 40

出典：国土交通省水管理・国土保全局治水課



マイタイムライン検討ツール ～逃げキッド～

出典：国土交通省下館河川事務所
https://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00626.html

1.ハザードマップで自宅の水害リスク、家庭の状況、避難先をチェック
2.台風や前線が発生してから、洪水氾濫が起こるまでに起こることを
知り、備えを考える

3.台風や前線が発生してから、いつ、どんな備えについて行動するか、
「マイタイムライン」を書いてみる

41
出典：四日市圏域管理河川水防災協議会 http://www.pref.mie.lg.jp/HKENSET/HP/000180534_00001.htm

防災気象情報 風水害の主な誘因となる気象事象について，気象庁が
最深の科学を用いた推定を行い，詳しく丁寧に周知

大雨警報（浸水害）→内水氾濫リスクの高まり洪水警報→外水氾濫リスクの高まり

「土砂災害」「洪水」「高潮」に関する警戒情報が，5段階の警戒レベル（相当）とともに発表

1 kmメッシュ，5分ごとに公表される“キキクル”で危険度の空間分布も予測 42

43
出典：国土交通省水管理・国土保全局治水課

雨量
水位（1~3時間後の
予測含む）

 カメラ画像
予警報
ダムからの放流等
浸水想定区域図
水質
雪
波浪、風速など

https://www.river.go.jp/
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減災対応：風水害から身を守るために・・・
ますます深刻化する水害への備え：
• （日常時）避難時持ち出し品・備蓄の確保
• （日常時）ハザードマップなどを参照して，
身近な地域の水害リスクについて情報収集
⇒危ない地域には近づかない工夫
⇒発災時の避難行動・生活をシミュレートする
・・・「地名」が示す危険度も有用な情報
・・・指定避難所まで安全に行けそうか？
・・・鉛直（2階以上に）避難した方が良いかも
• （日常時）身の回りの雨水排除施設の点検
• （日常時）雨水を貯え他所に余計に流さない
⇒内水はん濫の予防
（洪水時）「川の防災情報」などで，防災気
象情報，水位変化，氾濫状況を収集し，市町
村の避難情報を確認しながら落ち着いて行動

身近な水から、自ら、考えましょう！！

⇒スマホアプリも有効に！

（他地域のリス
クが高まった際
など）
平時から試して
準備しつつも，
依存し過ぎない
ように活用！
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「水害対応ガイドブック」の活用を！
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