
  

2018年 7月西日本豪雨における避難行動タイプ別危険度分析：岡田地区対象の避難アンケート 

 
   正会員 ○大村太秀*   
   同  後明彦**   
   同 ピニ ࢙ࣟベ࢘ タチ コンノ***  

西日ᮏ豪雨 真備町岡田地区 避難行動 同   廖解ᨺ****   

  *****ト 洪水避難 避難情報 同  大津暢人࣮ࢣン

 
㸯．研究ࡢ背景目的

 近ᖺࠊ日ᮏ各地࡛予測困難࡞集中豪雨ࡀ発生ࡋ河ᕝࡢ

氾濫や土砂崩ࡿࡼࢀ甚大࡞被害ࢆ引ࡁ起࡚ࡋࡇいࠋࡿ

豪雨時ࡢ避難ࡣ夜間発生ࡀࢫ࣮ࢣࡿࡍ多いࡋࡑࠊࡇ

ࡵࡓい࡞ࡀ合ᅗࡢ避難開始࡞明確࡞うࡼࡢ地震津波ࠊ࡚

行動開始ࡢ判断ࡀ難ࡋいࠊࡵࡓࡢࡑࠋ集中豪雨ࡢ被害ࢆ

ࡼࡇࡓࢀ遅ࡀ判断ࡢ避難開始ࠊ地域࡛ࡢࡃ多ࡓࡅཷ

ࡀఫ民ࡓࡗ࡞犠牲ࠊ遭い被害ࡢや浸水ࢀ土砂崩ࠊࡾ

多ࡃいࠊࡓࡲࠋࡿ犠牲者ࡢ多ࡀࡃ水ᖹ避難ࡢ困難࡞ 65

歳௨ୖࡢ高齢者࡛あࠊࡾ自助ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡳࡢ公助࣭共

助ࡢバࣛン࢚ࣜࢪࣞࡀࢫントࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡞繋ࠋࡿࡀ 

 2012ᖺࡢ九ᕞ部豪雨࡛甚大࡞被害ࡓࡅཷࢆ熊ᮏ県

阿蘇ᕷ࣭南阿蘇村࡛ࠊࡣ大雨等ࡀ予想ࡿࢀࡉ際ࠊࡢ危険

自主避難ࡢఫ民ࡕいうࡿ明ࡢい昼間࡞い࡚ࡗ迫ࡋ差ࡢ

い࡚ࡋ実施先進的ࢆࡳ組ࡾྲྀࡢ予防的避難ࠖࠕࡍಁࢆ

ࢆ避難行動ࡀఫ民ࠊࡣ背景ࡢࡳ組ࡾྲྀࡓࡋうࡇࠋࡿ

ࡍ発௧ࢆ避難勧告等ࡀᕷ町村ࠊ困難࡛現実的ࡣࡇࡿ

い࡞ࡡࡏࡽࢆ行動࡞危険ఫ民࡚ࡗえࠊ࡛ࡇࡿ

あ࡛ࡵࡓࡓࡗわࡀࡇࡓࢀࡉ躊躇ࡀ発௧ࡽ懸念ࡢ

措置࡞予防的ࡓࡋうࡇࠊࡣࡵࡓࡢ克服ࡢ確実性ࠋࡿ

ఫࡿい࡚ࡋ実践実際ࠊࡋࡋࠋࡿࢀࡲ望ࡀࡿࡌ講ࢆ

民ࡃࡈࡣわ࡛ࡎあࠊࡾ津波避難比࡚避難意識ࡢప

い豪雨時ࡢ避難対ࡼࡢࡋうఫ民ࢆ安全࡞場所避

難ࡀࡢࡍಁࢆ課題࡚ࡗ࡞い࡛ࡇࡑࠋࡿ早期避難ࡢ阻

害要因ࢆศ析ࠊ࡛ࡇࡿࡍ今後起ࡾࡇうࡿ豪雨災害対

今ࠊࡀศ析ࡢ調査結果ࡢࡇࠊࡣᮏ研究ࠋࡿ࡞備え࡚ࡋ

後ࡢ豪雨時適ษ࡞避難行動ࡢࡵࡓࡿྲྀࢆ基礎資料࡞

 ࠋࡿい࡚ࡋ目的ࢆࡇࡿ

 

㸰．研究方法 
 筆者2018ࠊࡣᖺ 7᭶豪雨࡛河ᕝࡀ氾濫ࡋ浸水ࡓࡋ岡山

県倉敷ᕷ真備町各地区࡛ 2018ᖺ 9᭶～2019ᖺ 3᭶࠾

い࡚ 50～80歳ࡢ男女合わ࡚ࡏ 15人ࢆ対象対面形式࡛

ࡅࡗࡁࡢ避難行動開始ࠊࡋ実施ࢆ調査ࢢンࣜヒࡢ

ࡽ ࡋࡑࠋ㸯㸧ࡓࡗ行ࢆࡅศ類わプタࡢ避難行動ࡢࡘ5

ࡓ加えࢆ複数要因型ࢀࡇࠊ࡚ ࢀࡒࢀࡑࠊࡋ仮定ࢆࡘ6

㸦表ࡓࡋࡅ定義付ࡢ特徴ࡢ 1㸧ࠊࡶࢆࢀࡑࠋ真備町岡

田地区ఫࡴఫ民ࢆ対象ン࣮ࢣト調査ࢆ実施ࡑࠊࡋ

      ࠋࡓࡗ行࡚ࡗࡼ集計ࢫࣟࢡࢆ特性ศ析ࡢプタࡢࢀࡒࢀ

 

 

㸱．ン࣮ࢣト概要 
表㸰 岡田地区ࡿࡅ࠾洪水避難ン࣮ࢣト概要 
調査期間 2019ᖺ 11᭶ 3日～11᭶ 30日㡭࡛ࡲ 
調査対象

 配ᕸ࣭
回収方法 

＜対象㸯＞2019ᖺ 11᭶ 3日ࡢ岡田地区防災訓練
ン対象ࢆఫ民ࡓࡋ参加避難訓練ࠊい࡚࠾

 ࠋࡓࡋ返信用封筒࡛郵送回収ࠊト配ᕸ࣮ࢣ
＜対象㸰＞岡田地区内ࡢ幼稚園࣭ ᑠ学校来訪ࡋ

 ࠋࡓࡋ回収ࠊいࡽࡶ࡚ࡋ場࡛回答ࡢࡑ保護者ࡓ
配ᕸ࣭回収

数(回収率㸧 
対象㸯 配ᕸ数 126   回収数 47 㸦37.3％㸧 
対象㸰 配ᕸ数 296   回収数 174㸦58.8％㸧 
 計  配ᕸ数 422    回収数 221㸦52.4％㸧 

調査主体 神戸大学後研究室 

 

㸲．結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問ࡿࡍ関ࡅࡗࡁࡢ避難行動開始ࡢト࣮ࢣン

ࠋࡓࡗ行ࢆࡅศ類わ࡚ࡗࡼ回答ࡓࢀࡽ見ࡀ差࡞᭷意ࡽ

ᅗࠊ結果ࡢࡑ 情報対応現象対応型ࠊࢀࡽ得ࡀ結果ࡢ1

型ࡀ全体ࡢ約半数ࢆ占࡚ࡵいࠋࡿ 

Risk analysis by evacuation behavior type during west Japan heavy rain in July 2018: Evacuation questionnaire in Okada district 

in Mabi area, Kurashiki City 

OMURA Taishu, HOKUGO Akihiko, PINHEIRO Abel Táiti Konno, LIAO Jiefang, OHTSU Nobuhito 

情報対応型 情報媒体ࢆ通࡚ࡌ得ࡓ避難情報࡚ࡗࡼ避難 
現象対応型 周辺環境ࡢ変ࡾࡼ危険ࢆ感ࡌ避難 

知人࣭親類勧誘型 知人や親類避難ࢀࡉಁࢆ避難 
複合災害回避型 複合災害࡚ࡗࡼ差ࡋ迫ࡓࡗ恐怖ࢆ感ࡌ避難 
認知遅延型 就寝等࡚ࡗࡼ認知ࡀ遅ࡓࢀ避難 
複数要因型 複数ࡢ判断要因ࡽ決断ࡓࡋࢆ避難 

ᅗ㸯 岡田地区ࡿࡅ࠾避難行動タプ㸦n=185㸧 

表㸯 避難行動開始ࡢࡅࡗࡁࡢศ類わࡅ 

日本建築学会大会学術講演梗概集 

（関東） 2020年 9 月 
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 情報対応型ࠊࡣ避難情報ࡀ連続࡚ࡋ発௧ࡓࢀࡉ 22～23

時避難行動ࢆ開始ࡓࡋ人数ࡀ多いࡀࡇศࡓࡲࠋࡿ

他ࡢタプ比早ࡢࡵ避難行動࡚ࡗࢆいࠋࡓ現象対

応型ࠊࡣᮎᨻᕝࡀ決壊ࡓࡋ 6時 30ศ時点ࡽ急激避難

者ࡀ増え 2～3時間後ピ࣮࡚ࡗ࡞ࢡい6ࠊࡓࡲࠋࡿ日

時点࡛避難者ࡀいࡽࡇࡿ個人ࡢ危機管理意識ࡗࡼ

࡚ศࡀࡇࡿࡍ予想ࠋࡿࢀࡉ知人࣭親類勧誘型ࡣ避

難行動ࡢ判断ࡀ他者依存ࠊࡋ避難開始時刻ࡣ比較的ศ

散࡚ࡋいࠋࡿ複合災害回避型ࣝࠊࡣミ工場ࡀ爆発ࡓࡋ

23時 35ศ௨降ピ࣮࡚ࡗ࡞ࢡいࠋࡿ認知遅延型ࠊࡣ

他ࡢタプ比最ࡶ遅い時間避難者ࡢピ࣮ࢆࢡ迎え

࡚いࠋࡿ複数要因型ࡶ現象対応型同様避難開始時刻

 ࠋࡿい࡚ࢀࡉศࡣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難ࢆ決断ࡽ࡚ࡋ実際ࡢ避難行動ࢆ開始ࡢ࡛ࡲࡿࡍ

準備時間関ࠊࡋ情報対応型ࡣ 30～1時間ࡀ最ࡶ多ࠊࡃ

他ࡢタプ比避難行動開始ࡢ࡛ࡲ準備時間ࢆ確保ࡀ

複数要因型現象対応型ࠋࡓࡗ࡞ࡽ明ࡀࡇࡿࡁ࡛

ࡣ 15~30ศࠊ複合災害回避型ࡣ 10～30ศࠊ知人࣭親類

勧誘型ࡣ 10~15ศࡀ最ࡶ多いࠋ認知遅延型ࡣ 5～10ศࡢ

回答ࡀ最ࡶ多ࠊࡃ他ࡢタプ比ࠊ避難行動ࡢ決断

要因ࡓࡋうࡇࠋࡓࡗศࡀ傾向ࡿࡍࢆ避難開始ࡄࡍࡽ

避ࠊࡾあ状況ୗࡓࡋษ迫ࡀ危険ࡣ認知遅延型ࠊ࡚ࡋ

難ࢢッࡢࢬ準備や家財等ୖࢆ階移動ࠊࡶࡾࡼࡇࡿࡏࡉ

自身や家族ࡢࢆ優先ࡋ避難行動移ࡔࡵࡓࡓࡗ予想

 ࠋࡿࢀࡉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知遅延型௨外ࡢ各タプ࡛ࠊࡣ自ศ࡛運転ࡓࡋ自動

車࡛避難ࡓࡋいう回答ࡀ最ࡶ多いࡓࡲࠋ各タプ一定

数ࠊ自力歩行࡛ࡢ避難ࡀ行わ࡚ࢀいࠊࡀࡿ情報対応型ࡣ

屋外避難ࠊ認知遅延型ࡣ屋内避難避難場所ࡣ大࡞ࡁ

違いࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

 

㸳．ࡵࡲ 
対面形式࡛行ࡓࡗヒࣜンࢢ調査ࠊࡶࢆ仮説的

豪雨時ࡿࡅ࠾避難行動ࡢศ類わࢆࡅ行いࠊン࣮ࢣト

調査ࠊࡽ各タプࡢ特性ศ析࡚ࡗࡼ予防的避難ࡢ実

践的ᑟ入ࡢ可能性ࡘい࡚探ࡢࡑࠋࡓࡗ結果ࠊ情報対応

型現象対応型ࠊ複数要因型ࡢ中࡛周ᅖࡢ変対࡚ࡋ

敏感対応ࢆ行ࡓࡗ人ࡀ早ࡢࡵ避難ࢆ実践࡚ࡋいࡇࡿ

発ࡀ災害実際ࠊࡣ決断ࡢ避難行動ࡢࡵ早ࠋࡓࡗศࡀ

生ࡓࡋ際避難準備時間やࠊ近隣ఫ民ࡢびࡅ時間

効࡞ࡁ大救助ࡢ生活や人ࡢ避難後ࠊࡾࡀ繋確保ࡢ

果ࡀ期待ࠊࡋࡋࠋࡿࢀࡉ豪雨時ࡣ自動車避難ࢆ選択

駐車ࡢ発生や避難場所࡛ࡢ交通渋滞ࠊࡃ多ࡀࢫ࣮ࢣࡿࡍ

場ࡢ確保等ࠊ課題ࡣ多いࡾࡼࠋ詳細࡞ศ析࣭ 検討ࢆ行いࠊ

人的࡞被害ࡢ軽減寄࡚ࡋいࡓࡁいࠋ 
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ᅗ㸰 避難行動タプ避難開始時刻ࡢ関ಀ㸦n=185㸧 

ᅗ㸱 避難行動タプ準備時間ࡢ関ಀ㸦n=182㸧 

ᅗ㸲 避難行動タプ避難手段ࡢ関ಀ㸦n=183㸧 
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