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② をふくむ空気が流れこみます。その空気が、地
球の自転の影

え い

響
きょう

を受け、中心に向かって反時計
まわりにうずをまきます。これをくりかえして
いるうちに、うずまきが大きく成

せ い

長
ちょう

して、強い
風雨をともなった熱帯低気

き

圧
あ つ

になります。そう
してできた熱帯低気圧のうち、うず巻のスピー
ドが毎秒17.2ｍ以

い

上
じょう

に発
は っ

達
た つ

したものが、「台風」
となるのです。

台風は、赤道に近い熱
ね っ

帯
た い

の海上で発生しま
す。このあたりの海上では、太陽の熱

ね つ

で海水が
あたためられて、多

た

量
りょう

の水
す い

蒸
じょう

気
き

が発生します。
あたためられた水蒸気はまわりの空気より軽い
ため、上

じょう

昇
しょう

。この空気の流れを「上昇気流」と
いいます。するとそこへは、空気は気

き

圧
あ つ

の高い
方から低

ひ く

い方に流れるため、まわりから水蒸気

台風の発生

日本人のこわいものといえば、昔から「地震 
雷 火事 親父」といわれてきました。そのなか
の「親父」は、「台風」の意味の「大

お お

山
や ま

嵐
じ

」が
変
へ ん

化
か

したものという説
せ つ

もあります。でも、そこ
には「水

み ず

災
さ い

害
が い

」が入っていません。なぜでしょ
うか？
「台風」には、暴

ぼ う

風
ふ う

で災害になるといったイ
メージがありますが、じつは、台風によって引
き起こされる災害は、風

ふ う

害
が い

もさることながら、
水災害が問題になっているのです。 洪

こ う

水
ず い

や高
た か

潮
し お

（→p16）、また、がけくずれ、地すべり、土
石流（→p18）のほか、波のもつ力によって起こ
る波

は

浪
ろ う

（→p21）なども大きな災害を起こします。
こう考えると「地震 雷 火事 水災害」といっ

 日本人に身近な
水

み ず

災
さ い

害
が い

は「台風」！？
ここからは①で整理したいろいろな「水災害」を
１つひとつ見ていきます。まずは、日本列島に

毎年必
かなら

ずやってくる、日本人にとって
身近な存

そ ん

在
ざ い

の台風について見てみましょう。

「地
じ

震
し ん

 雷
かみなり

 火事 親
お や

父
じ

」 たほうが、より実
じ っ

態
た い

をあらわしているのかもし
れません。

サンケイリビング新聞社が2016（平
へ い

成
せ い

28）年９月

21日から10月５日までおこなったアンケートによる

と、風のほうがこわいと感じている人が77.8%、雨

は22.2%という結
け っ

果
か

になった。風と答えた人は「風

は、どこにいてもこわい」という。雨の人は「風は

局
きょく

所
し ょ

的
て き

であるが、雨は広
こ う

範
は ん

囲
い

に災
さ い

害
が い

をもたらす」

など。「風より長いあいだこわさが続
つ づ

く」といった

指
し

摘
て き

もあった。 出典：サンケイリビング新聞社ウェブサイトより

アンケート「台風は風と雨のどっちがこわい？」
ワン
ポイント

●台風発生のしくみ

台風のような強い熱
ね っ

帯
た い

低
て い

気
き

圧
あ つ

は、

発生する海
か い

域
い き

によって呼
こ

称
しょう

がことな

る。大西洋や東
と う

経
け い

180度より東の太

平洋上で発生するものは「ハリケー

ン」、インド洋や南太平洋なら「サイ

クロン」とよんでいる。

台風のよび名

2019（令
れい

和
わ

１）年10月、台風19号による豪
ごう

雨
う

の影
えい

響
きょう

で、
長野県を流れる千

ち く ま

曲川
がわ

が増
ぞう

水
すい

し、鉄橋が崩
ほう

落
らく

した。

サイクロン
大西洋

北太平洋

インド洋

東
とう

経
けい

180度

海水が強い日
ひ

差
ざ

しで
あたためられて、水

すい

蒸
じょう

気
き

になる。

うずがだんだん大き
くなり、大雨や強風
をともなう熱

ねっ

帯
たい

低
てい

気
き

圧
あつ

が生まれる。

熱帯低気圧が
成
せい

長
ちょう

して、
台風になる。

水蒸気が反時計まわり
にうずをまきながら上

じょう

昇
しょう

しはじめ、上昇気流
が発生。

南太平洋

ハリケーン台風

赤道

ワン
ポイント
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平地にはげしい雨がふると、雨水は地中にし
みこむことなく、地表にたまり、時間がたつと
低
ひ く

いほうへ流れていき、その先の水路や川など
に入ります。その水が大量になるとあふれてし
まい、道路や田畑などが水をかぶる「冠

か ん

水
す い

」が
起こります。こうして起きる水災害を「内水氾
濫」といっています。内水氾濫のなかでも、都
市部で発生するものが「都

と

市
し

型
が た

水害」です。
山林、草地、田畑などでは、雨水を地表面上

に一
い ち

時
じ

的
て き

にたくわえ、地中にしみこませること
ができますが、道路が舗

ほ

装
そ う

された都市部では、
雨水は、地表面上にたくわえられることなく、
低いところに流れ出て、排

は い

水
す い

溝
こ う

や下水道をあふ
れさせたり、小さな川をあふれさせたりします。

高潮による被害と洪水による被害には共
きょう

通
つ う

点
て ん

と相
そ う

違
い

点
て ん

があります。どちらも水災害であると
いう意味で共通しています。はげしい流れが建

た て

物
も の

を破
は

壊
か い

したり流したりしてしまう被害が発生
するので、その対

た い

策
さ く

のために海岸や川沿
ぞ

いに堤
て い

防
ぼ う

を構
こ う

築
ち く

するというのも共通しています。
一方、洪水は川が発生源

げ ん

となりますが、高潮
は海。このちがいは大きいといわれています。

洪水の場合は、あふれる水は淡
た ん

水
す い

ですが、そ
れでも汚物もまじっているため、被害地

ち

域
い き

では
衛
え い

生
せ い

状
じょう

態
た い

がわるくなり、伝
で ん

染
せ ん

病
びょう

などが発生しや
すくなります。

高潮の場合、塩
え ん

水
す い

が陸
り く

地
ち

にあふれたあと、農
産物の生産ができなくなることがあります。

高潮の被
ひ

害
が い

と洪水の被害 内
な い

水
す い

氾濫と都市の水
す い

害
が い

洪水の原因は、おもに豪
ご う

雨
う

です。せまい範
は ん

囲
い

に大
た い

量
りょう

の雨
がふったり、雨天が長く続

つ づ

い
たりすると、川などの水

す い

量
りょう

が
極
きょく

端
た ん

に増
ふ

え、氾
は ん

濫
ら ん

や堤
て い

防
ぼ う

の決
け っ

壊
か い

などを起こし、周
しゅう

辺
へ ん

の陸
り く

地
ち

へ水
み ず

災
さ い

害
が い

をおよぼします。
一方、高潮のおもな要

よ う

因
い ん

と
しては、右の２つを挙

あ

げるこ
とができます。

⑤洪
こ う

水
ず い

・高
た か

潮
し お

・内
な い

水
す い

氾
は ん

濫
ら ん

水
み ず

災
さ い

害
が い

の一
い っ

種
し ゅ

として洪水（外
が い

水
す い

氾濫）と高潮・内水氾濫が
あります。どれも十分な警

け い

戒
か い

をして対
た い

策
さ く

をとらなければ
なりません。「洪水」は、おもに川に関

か ん

係
け い

する言葉で、
「高潮」が海（海面）についての言葉です。

洪
こ う

水
ず い

・高
た か

潮
し お

の原
げ ん

因
い ん

都市部では、道路上のマンホールのふたをおし

あげ、はずしてしまい、そこに人が転落するという

事
じ

故
こ

がおきている。都市部で内
な い

水
す い

氾
は ん

濫
ら ん

の際、もっ

とも気をつけなければならないのは、地下に水が

流れこむことだという。地
ち

下
か

街
が い

や地下室に水が流

れこむと、水の圧
あ つ

力
りょく

でドアがあけられなくなり、人

が閉
と

じこめられてしまうことがある。地下鉄の駅に

水が流れこむと、線路が水につかり、列車が走れ

なくなる。また、鉄道や道路の下を通る地下道（ア

ンダーパス）に水がたまり、そこに自動車が乗り入

れると動けなくなって水
す い

没
ぼ つ

してしまう。

都
と

市
し

型
が た

水
す い

害
が い

の危
き

険
け ん

性
せ い

2012（平成24）年の九州北部豪
ごう

雨
う

で、
矢
や

部
べ

川
がわ

堤
てい

防
ぼう

が決
けっ

壊
かい

し、氾
はん

濫
らん

したようす。
� 写真提供：柳川市

2020（令
れい

和
わ

２）年の７月豪
ごう

雨
う

（→シリーズ②�p11）によって冠
かん

水
すい

した、愛
あい

知
ち

県
けん

一
いちの

宮
みや

市
し

のアンダーパス。
集中豪

ごう

雨
う

の被
ひ

害
がい

を受けて、冠
かん

水
すい

中
ちゅう

に車があやまって侵
しん

入
にゅう

しな
いように、バルーン式の交通遮

しゃ

断
だん

機
き

を設
せっ

置
ち

。� 写真提供：一宮市

❶気
き

圧
あ つ

低
て い

下
か

による海面のすい上げ：台風や低
て い

気
き

圧
あ つ

の中心気圧は周
しゅう

辺
へ ん

より低
ひ く

いため、周
しゅう

囲
い

の空気は海面をおしつけ、中心付
ふ

近
き ん

の空
気が海面をすい上げるように作用する結

け っ

果
か

、海面が上
じょう

昇
しょう

する。
❷風によるふき寄

よ

せ：台風にともなう強い風が沖
お き

から海岸に向
かってふくと、海水は海岸にふき寄せられ、海岸付近の海面が
異
い

常
じょう

に上昇する。

通常の潮位
つう いじょう ちょう

台風や低気圧

堤防❷
❶

てい き あつ

てい ぼう

●高
たか

潮
しお

が起きるしくみ

ワン
ポイント
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もっと
知りたい

地球の表面はプレートという超
ちょう

巨
き ょ

大
だ い

な岩の板
でおおわれています。プレートは十数枚

ま い

ありま
す。それぞれ別

べ つ

の方向に１年間に数cmずつ動
いています。プレートどうしがぶつかっている
ところには地震の原

げ ん

因
い ん

になる力がたくわえられ
ています。

日本列島周
しゅう

辺
へ ん

は４つのプレートがぶつかりあ
う世界でもめずらしい場所です。そのため日本
は、とくに地震が多くなっています。東日本大
震災もプレートによってもたらされました。

津波は、台風などにより引き起こされる波
は

浪
ろ う

とは発生のしくみもその力も大きくちがいま
す。

波浪は、風の力で海面付
ふ

近
き ん

の海水だけが動き
ますが、津波は海底から海面までのすべての海
水が動きます。 波長（波の山から次の山までの
長さ）が長く、数kmから数百kmにもおよびま
す（波浪は数mから数百m程

て い

度
ど

）。波の高さは
同じでも、津波で沿

え ん

岸
が ん

におしよせる海水の量
りょう

は
波浪よりも桁

け た

ちがいに多く、すさまじい力で陸
上に流れこみ、引いていきます。

こうしてくらべてみると、水
み ず

災
さ い

害
が い

のなかで、
津波のおそろしさがよくわかるはずです。

●くらべてわかる
津波のおそろしさ●

高くなることがあるからです。また、津波の高
さは、海岸付

ふ

近
き ん

の地形によって大きく変
へ ん

化
か

します。
東日本大

だ い

震
し ん

災
さ い

では、津波が20～30mになって
陸地を駆

か

け上がりました（遡
そ

上
じょう

）。岬
みさき

の先
せ ん

端
た ん

や
三
さ ん

陸
り く

地方のリアス式海岸のV字
じ

型
が た

の湾
わ ん

の奥
お く

など
では、津波の力が集中し、局

きょく

地
ち

的
て き

に高くなります。

地
じ

震
し ん

が発生すると、海
か い

底
て い

が隆
りゅう

起
き

、または、沈
ち ん

降
こ う

が起こります。それにともなって海面が変
へ ん

動
ど う

し、大きな波となって、四方八方に伝
つ た

わってい
きます。これが津波です。

津波は、海が深いほど速く伝わり、浅
あ さ

くなる
につれておそくなります。ところ
がおそいといっても、そのスピー
ドは海岸近くでオリンピックの短

た ん

距
き ょ

離
り

選
せ ん

手
し ゅ

ほどです。
津波は、何度もおし寄

よ

せること
があります。また、第一波の津波
がいちばん高いとはかぎりませ
ん。なぜなら、陸

り く

地
ち

に近づいて速
度がおそくなった波にあとからき
た波が追いついて、波が重なって

●津
つ

波
な み

のメカニズム●

いまでも日本人の多くが、2011（平
へ い

成
せ い

23）年３月11日に発生した
東日本大

だ い

震
し ん

災
さ い

とその直後におそった巨
き ょ

大
だ い

津
つ

波
な み

を覚
お ぼ

えているといいます。
地

じ

震
し ん

の規
き

模
ぼ

は、マグニチュード（Ｍ）9.0。津波の遡
そ

上
じょう

高
こ う＊が

国内観
か ん

測
そ く

史
し

上
じょう

最
さ い

大
だ い

となる40.5mでした。

  いちばんおそろしい水
み ず

災
さ い

害
が い

は、
　 「津

つ

波
な み

」かも？
●そもそもの地震について●

2011（平
へ い

成
せ い

23）年３月12日、長野県北部でマ
グニチュード（M）6.7の地震が発生しました。
死者こそ出ませんでしたが、大きな被

ひ

害
が い

が出ま
した。この地震は「断層」がずれたことによって
生じたものでした。断層とは、プレートが動く
ことで、地

じ

盤
ば ん

に生じた亀
き

裂
れ つ

のことです。
このタイプの地震は、プレートが動くことで

起きる地震よりも、規
き

模
ぼ

は小さいものの、震
し ん

源
げ ん

が浅いため、被害が大きくなる場合もあります。
1995（平成７）年１月17日の阪

は ん

神
しん

・淡
あ わ

路
じ

大震
災も断層が動いたことによって起こりました。

●断
だ ん

層
そ う

のずれによる地震●

波の高さ

波長…数m～数百m

波長…数km～数百km

平常潮位（津波がない場合）

津波の高さ

へい いじょうちょう

＊陸
りく

地
ち

の斜
しゃ

面
めん

を駆
か

け上がった津
つ

波
なみ

の高さ。

出典：気象庁ホームページ

時速800km 時速250km 時速110km 時速36km

5000m 500m 100m 10m
水深

地
じ

震
しん

により、亀
き

裂
れつ

の入った道路（長
なが

野
の

県
けん

栄
さかえ

村
むら

）。
写真提供：栄村ホームページ

東日本大震災は、2011（平
へ い

成
せ い

23）年３月11日

14時46分ごろに発生。震
し ん

源
げ ん

は三
さ ん

陸
り く

沖
お き

の宮
み や

城
ぎ

県
け ん

牡
お

鹿
し か

半
は ん

島
と う

の東南東130km付
ふ

近
き ん

で、深さ約
や く

24km。

マグニチュード（M）は、9.0。これは日本国内

観
か ん

測
そ く

史
し

上
じょう

最
さ い

大
だ い

規
き

模
ぼ

で、1900年以
い

降
こ う

世界でも４番

目の大きさの地震となった。本
ほ ん

震
し ん

による震
し ん

度
ど

は、

宮城県北部の栗
く り

原
は ら

市
し

で最大震度７が観測された

ほか宮城県、福
ふ く

島
し ま

県
け ん

、茨
いばら

城
き

県
け ん

、栃
と ち

木
ぎ

県
け ん

などでは

震度６強を観測。北
ほ っ

海
か い

道
ど う

から九
きゅう

州
しゅう

地方にかけて、

震度６弱から震度１のゆれが観測された。５月31

日までに発生した余
よ

震
し ん

は、最大震度６強が２回、

最大震度６弱が２回、最大震度５強が６回、最

大震度５弱が23回、最大震度４が135回観測さ

れた。

東日本大
だ い

震
し ん

災
さ いワン

ポイント

波
は

浪
ろ う

津
つ

波
な み
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地球は、大昔からあたたかくなったり寒く
なったりをくりかえしてきました。恐

きょう

竜
りゅう

がさか
えていた白

は く

亜
あ

紀
き

には、地球全体の平
へ い

均
き ん

気温が今
より10℃以

い

上
じょう

も高かったと考えられています。
逆
ぎゃく

に、地球が赤道のあたりまですっかり氷にお
おわれていた寒い時代もありました。

これらの気
き

候
こ う

の変
へ ん

化
か

は、何万年、何十万年と
いうとても長い時間をかけて起こったのですが、
ここ100年くらいは、100年あたり約

や く

0.7℃もの
割
わ り

合
あ い

で地球の気温が上昇しています。これは、
大昔の気温の変化とはくらべものにならないく
らい猛

も う

スピード！

⑩  まだまだ続
つ づ

く
地球温

お ん

暖
だ ん

化
か

今、地球の気温はどんどん上
じょう

昇
しょう

しています。
これが「地球温暖化」です。極

きょく

端
た ん

に強い雨や猛
も う

烈
れ つ

な台風なども、
地球温暖化にともなって増

ふ

えると考えられています。
世界の国ぐには、地球温暖化の対

た い

策
さ く

をとりはじめました。

100年あたり約
や く

0.7℃上
じょう

昇
しょう

大気中の二
に

酸
さ ん

化
か

炭
た ん

素
そ

には、地球の表面から宇
う

宙
ちゅう

ににげていこうとする熱
ね つ

を吸収する性質があ
ります。吸

きゅう

収
しゅう

した熱を地面に向けてふたたび放
出するので、地上付

ふ

近
き ん

の気温が高くなり、地球
温
お ん

暖
だ ん

化
か

が起こります。
気温が上昇すると、大気の水

す い

蒸
じょう

気
き

の量が増
ふ

え
ます。水蒸気は雨のもとであり、台風のエネル
ギー源

げ ん

です。そのため、地球温暖化がこのまま
進むと、気温が上昇するだけでなく、強い台風
の割

わ り

合
あ い

や極
きょく

端
た ん

な豪
ご う

雨
う

なども増え、水
み ず

災
さ い

害
が い

も増
ぞ う

加
か

することはまちがいありません。

人
じ ん

類
る い

が地球をあたためた！

＊1 2015年に採
さい

択
たく

、2016年11月に発
はっ

効
こう

した、2020年以
い

降
こう

の地球温
おん

暖
だん

化
か

対
たい

策
さく

についての国
こく

際
さい

的
てき

なルールを定めた国
こく

際
さい

条
じょう

約
やく

。
＊2 18世

せい

紀
き

後半にイギリスではじまった、技
ぎ

術
じゅつ

革
かく

新
しん

による産
さん

業
ぎょう

・経
けい

済
ざい

・社会の大変
へん

革
かく

。

2015（平
へい

成
せい

27）年にフランスのパリで開かれた「国
こく

連
れん

気
き

候
こう

変
へん

動
どう

枠
わく

組
ぐみ

条
じょう

約
やく

第21回締
てい

約
やく

国会
かい

議
ぎ

（C
コ ッ プ

OP21）」のようす。� 写真：新華社／アフロ

これまでは2018（平成30）年の夏のような猛
も う

暑
し ょ

（→p28）も「たまたま」なのかもしれないという
意見がありました。しかし、最

さ い

近
き ん

ではイベン
ト・アトリビューション（→p29）により、「2018
年の酷

こ く

暑
し ょ

は地球温暖化のせい！ 今後も同じよ
うなことが起こる可

か

能
の う

性
せ い

が高い」と指
し

摘
て き

されて
いるのです。

今も大気中の二酸化炭素がどんどん増え続
つ づ

け
ています。人類がこのまま二酸化炭素を出しつ
づければ、今

こ ん

世
せ い

紀
き

の末
ま つ

ごろには今世紀のはじめ
にくらべて地球の平均気温は４℃くらい上がる
と予

よ

測
そ く

されています。
そこで、世界の国ぐにはそれぞれの国ができ

るだけ二酸化炭素を出さないよう努
ど

力
りょく

する約
や く

束
そ く

を結
む す

びました。それが、2015（平
へ い

成
せ い

27）年にで
きた「パリ協

きょう

定
て い

＊1」です。
「パリ協定」は、人類が石炭や石油をつ

かうようになった「産
さ ん

業
ぎょう

革
か く

命
め い

＊2」の前と
くらべて、地球の平均気温の上昇を２℃
より低

ひ く

く、できれば1.5℃におさえる努
力をしようという内

な い

容
よ う

になっています。

二酸化炭素を出さない

中国
29.5％
中国
29.5％

その他
28.0％
その他
28.0％

たた

フランス
0.9％
フランス
0.9％

イタリア
0.9％
イタリア
0.9％

アメリカ
14.1％
アメリカ
14.1％

インド
6.9％
インド
6.9％ロシア

4.9％
ロシア
4.9％

日本
3.2％
日本
3.2％

イギリス 1.0％
オーストラリア 1.1％

ブラジル 1.2％
メキシコ 1.2％
カナダ 1.7％

インドネシア 1.7％
韓国 1.7％
ドイツ 1.9％

イギリス 1.0％
オーストラリア 1.1％

ブラジル 1.2％
メキシコ 1.2％
カナダ 1.7％

インドネシア 1.7％
韓国 1.7％
ドイツ 1.9％

2019年

世界の排出量
（国別排出割合）

約335億トン

くにべつ わりあい

おく

かんこく

●世界の二
に

酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

排
はい

出
しゅつ

量
りょう

（2019年）

　　　　　　出典：EDMC
　　　　��『エネルギー・経済
　　　�統計要覧2022年版』

提供：情報通信研究機構
　　　（NICT）
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SDGsは、最
さ い

近
き ん

になってよく聞きます。学校
でも学習するようになりました。でも、多くの
人が誤

ご

解
か い

していることがあるのです（→p34）。
ロゴマークのなかに記されている言葉は、標

ひょう

語
ご

のようなもの（「テーマ」といわれている）
で、目標自体をあらわした言葉はもっと長く
て、むずかしい表

ひょう

現
げ ん

のものです。
目標13では、ロゴマークには、「気

き

候
こ う

変
へ ん

動
ど う

＊

に具
ぐ

体
た い

的
て き

な対
た い

策
さ く

を」と記されていますが、目標

S
エス

D
ディー

G
ジ ー

s
ズ

目
も く

標
ひょう

13とは 文は「気候変動及
お よ

びその影
え い

響
きょう

を軽
け い

減
げ ん

するための
緊
き ん

急
きゅう

対策を講
こ う

じる」です。
また、SDGsには17個

こ

の目標のほか、目標を
より具体的に示

し め

した、「ターゲット」といわれ
るものが全部で169個つくられました（→p35）。
たしかにターゲットには難

な ん

解
か い

な表現が多くつか
われています。でも、よく読むと気候変動をな
んとかしなければならないという考えから世界
の国ぐにがあらゆる対策を講じようとしている
ことがよくわかります。
＊ここでの「気候変動」は地球温

おん

暖
だん

化
か

を意味する。

目
も く

標
ひょう

13のターゲットの外
が い

務
む

省
しょう

仮
か り

訳
や く

13.1� すべての国々において、気
き

候
こう

関
かん

連
れん

災
さい

害
がい

や自
し

然
ぜん

災害に対する強
きょう

靭
じん

性
せい

（レジリエンス）及
およ

び適
てき

応
おう

の能
のう

力
りょく

を強化する。
13.2� 気候変

へん

動
どう

対
たい

策
さく

を国別の政
せい

策
さく

、戦
せん

略
りゃく

及び計画に盛
も

り込
こ

む。
13.3� 気候変動の緩

かん

和
わ

、適応、影
えい

響
きょう

軽
けい

減
げん

及び早期警
けい

戒
かい

に関
かん

する教育、啓
けい

発
はつ

、人
じん

的
てき

能力及び制
せい

度
ど

機
き

能
のう

を改
かい

善
ぜん

する。�
13.a　重

じゅう

要
よう

な緩和行動の実
じっ

施
し

とその実施における透
とう

明
めい

性
せい

確
かく

保
ほ

に関
かん

する開発途
と

上
じょう

国
こく

のニーズに対
たい

応
おう

するため、2020年
までにあらゆる供

きょう

給
きゅう

源
げん

から年間1,000億
おく

ドルを共
きょう

同
どう

で動員するという、U
ユー

N
エヌ

F
エフ

C
シー

C
シー

C
シー

の先進締
てい

約
やく

国
こく

によるコミット
メントを実施し、可

か

能
のう

な限
かぎ

り速
すみ

やかに資
し

本
ほん

を投入して緑の気
き

候
こう

基
き

金
きん

を本
ほん

格
かく

始動させる。�
13.b　後発開発途上国及び小

しょう

島
とう

嶼
しょ

開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎
そ

外
がい

されたコミュニティに焦
しょう

点
てん

を当てることを含
ふく

め、気候変動関連の効
こう

果
か

的
てき

な計画策
さく

定
てい

と管
かん

理
り

のための能力を向上するメカニズムを推
すい

進
しん

する。

インド洋にうかぶ島国モルディブは、海面上
じょう

昇
しょう

の影
えい

響
きょう

を受けやすい国の１つ。
地球温

おん

暖
だん

化
か

がこのまま続
つづ

くと、小さな島国がしずんでしまう可
か

能
のう

性
せい

がある。

パリ協
きょう

定
て い

（→p31)が採
さ い

択
た く

された2015（平
へ い

成
せ い

27）年、
世界の国ぐにの代表者が国

こ く

連
れ ん

に集まり、
全員一

い っ

致
ち

で人
じ ん

類
る い

の目
も く

標
ひょう

SDGsを決めました。
目標は全部で17個

こ

。そのなかの目標13で、
地球温

お ん

暖
だ ん

化
か

を止めようという内
な い

容
よ う

の
目標がかかげられています。

⑪S
エ ス

D
デ ィ ー

G
ジ ー

s
ズ

に記された
 「気

き

候
こ う

変
へ ん

動
ど う

」
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どの逆
ぎゃっ

境
きょう

を柔
じゅう

軟
な ん

に受け止め、跳
は

ね返す力」をあ
らわす言葉として「レジリエンス」がつかわれ
ていました。外務省も、SDGsを訳

や く

すとき、「強
靭さ（レジリエンス）」として、日本語と英

え い

語
ご

を併
へ い

記
き

して用いました。
このように見ていくと、インフラや産

さ ん

業
ぎょう

など
において、なにかダメージがあっても回復力の
あることが求

も と

められていることがわかります。

2011（平
へ い

成
せ い

23）年に起きた東日本大震災（→p20）

では、想定されていた規
き

模
ぼ

をはるかにこえる津
波が堤

て い

防
ぼ う

を破
は

壊
か い

しました。
「あれほどがんじょうな堤防をつくったのに

ダメだったのか」と、関
か ん

係
け い

者
し ゃ

のショックは計り
しれませんでした。こうしたことがあってか
ら、防

ぼ う

波
は

堤
て い

をつくる際など、強靭さが強調され
るようになってきたのです。

2017（平成29）年には、国土交通省
しょう

が「水
み ず

防
ぼ う

災
さ い

意
い

識
し き

社
し ゃ

会
か い

」（→p40）の再
さ い

構
こ う

築
ち く

に向けた緊
き ん

急
きゅう

行
動計画をとりまとめました。そこでは「施

し

設
せ つ

の
能
の う

力
りょく

には限
げ ん

界
か い

があり、施設では防
ふ せ

ぎきれない大
だ い

洪
こ う

水
ず い

は必
かなら

ず発生するものへと意
い

識
し き

を変
へ ん

革
か く

し、社
会全体で洪水に備

そ な

える必
ひ つ

要
よ う

がある」と記されま
した。

もとより、ビジネス界では、「不
ふ

況
きょう

、危
き

機
き

な

東日本大
だ い

震
し ん

災
さ い

の教
きょう

訓
く ん

「強靭」という漢字は、「しなやかで強いこ
と」「柔

じゅう

軟
な ん

でねばり強いこと」という意味。「強
靭な肉体」「強靭な意志」などとつかわれます。
S
エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

では、「強靭なインフラ構
こ う

築
ち く

」（目
も く

標
ひょう

９）、
「強靭で持

じ

続
ぞ く

可
か

能
の う

な産
さ ん

業
ぎょう

化
か

の促
そ く

進
し ん

」（目標11）と
書かれています。でも、外

が い

務
む

省
しょう

仮
か り

訳
や く

では「～強
靭（レジリエンス）～」として、外来語
も併

へ い

記
き

してあります。
そこで、「レジリエンス」を調べてみ

たところ、最
さ い

近
き ん

、社会や組
そ

織
し き

などが「弾
だ ん

力
りょく

性
せ い

のある」「柔
じゅう

軟
な ん

性
せ い

がある」「回
か い

復
ふ く

力
りょく

の
ある」などの意味でつかうようになった

⑫S
エ ス

D
デ ィ ー

G
ジ ー

s
ズ

が指
し

摘
て き

する
 「強

き ょ う

靭
じ ん

」とは
「強靭」は「きょうじん」と読みます。

これは、英
え い

語
ご

の r
レ ジ リ エ ン ス

esilience からきた言葉です。
SDGsでは目

も く

標
ひょう

９「産
さ ん

業
ぎょう

と技
ぎ

術
じゅつ

革
か く

新
し ん

の基
き

盤
ば ん

をつくろう」や
目標11「住み続

つ づ

けられるまちづくりを」などで用いられています。

「強
きょう

靭
じ ん

」の意味

岩
い わ

手
て

県
け ん

釜石港の湾口防波堤は、約
や く

30年の歳
さ い

月
げ つ

と

巨
き ょ

額
が く

の費
ひ

用
よ う

をかけて、2009（平
へ い

成
せ い

21）年に完
か ん

成
せ い

し

た。長さ990mの北防波堤と長さ670mの南防波堤か

らなり、水深は最
さ い

大
だ い

で63mと、世界でもっとも深い

ところにつくられたものだ。だが、東日本大
だ い

震
し ん

災
さ い

に

ともなう津
つ

波
な み

の直
ちょく

撃
げ き

を受け、かたむいたり、しずみ

こんだりした。そのため、津波におそわれた直後

は、堤
て い

防
ぼ う

の効
こ う

果
か

がなかったのではないかといわれ

た。ところが、のちの調
ちょう

査
さ

により、本来ならば13m

の津波がおし寄
よ

せたとされる釜石港の沿岸が、実際

には、浸
し ん

水
す い

の高さが７mから９mにおさえられてい

たことがわかった。その湾口防波堤のおかげで、津

波の高さを最大で６mもおさえられたことになると評
ひょう

価
か

がかわった。

釜
か ま

石
い し

港
こ う

の湾
わ ん

口
こ う

防
ぼ う

波
は

堤
て い

2018（平
へい

成
せい

30）年に復
ふっ

旧
きゅう

した釜
かま

石
いし

港
こう

の湾
わん

口
こう

防
ぼう

波
は

堤
てい

。防波堤の基
き

礎
そ

部分の強度を高めたという。
�写真提供：国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所

地
じ

震
しん

・津
つ

波
なみ

によって破
は

壊
かい

された、宮
みや

城
ぎ

県
けん

山
やま

元
もと

海
かい

岸
がん

の堤
てい

防
ぼう

。

・11.5　2030年までに、貧
ひん
困
こん
層
そう
及
およ
び脆

ぜい
弱
じゃく
な立場にある人々の保

ほ
護
ご

に焦
しょう
点
てん
をあてながら、水関

かん
連
れん
災
さい
害
がい
などの災害による死者や被

ひ
災
さい
者
しゃ

数を大
おお
幅
はば
に削

さく
減
げん
し、世界の国内総

そう
生
せい
産
さん
比で直

ちょく
接
せつ
的
てき
経
けい
済
ざい
損
そん
失
しつ
を大幅

に減
へ
らす。

・11.b　2020年までに、包
ほう
含
がん
、資

し
源
げん
効
こう
率
りつ
、気

き
候
こう
変
へん
動
どう
の緩

かん
和
わ
と適

てき
応
おう
、

災害に対する強
きょう
靭
じん
さ（レジリエンス）を目指す総

そう
合
ごう
的
てき
政
せい
策
さく
及び計

画を導
どう
入
にゅう
・実

じっ
施
し
した都市及び人間居

きょ
住
じゅう
地
ち
の件数を大幅に増

ぞう
加
か
させ、

仙
せん
台
だい
防
ぼう
災
さい
枠
わく
組
ぐみ
2015-2030に沿

そ
って、あらゆるレベルでの総

そう
合
ごう
的
てき
な

災害リスク管
かん
理
り
の策
さく
定
てい
と実
じっ
施
し
を行う。

ことがわかりました。SDGsでも、会社が「レ
ジリエンスな組織をつくろう」というようにし
て「～レジリエンスなインフラ構築～」として
用いています。

下は、目標11のターゲットの外務省仮訳です。
11.5で「水関

か ん

連
れ ん

災
さ い

害
が い

」が、11.bでは「災害に対する
強靭さ（レジリエンス）」について書かれています。

63m 南防波堤

ワン
ポイント

北防波堤

宮
みや

城
ぎ

県
けん

仙
せん

台
だい

市
し

にある「避
ひ

難
なん

の丘
おか

」は、ターゲット11.b
でとりあげられた「仙

せん

台
だい

防
ぼう

災
さい

枠
わく

組
ぐみ

2015-2030」 に
基
もと

づいた取り組みとして再
さい

整
せい

備
び

された施
し

設
せつ

。ふだん
は海岸公園として、津

つ

波
なみ

襲
しゅう

来
らい

時には周
しゅう

辺
へん

の住
じゅう

民
みん

や公
園利

り

用
よう

者
しゃ

のための避難場
所としての機

き

能
のう

をもつ。
写真提供：仙台市
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こうした都市型水害は、排水機
き

能
のう

が十分に
整っていない東南アジアの都市でよく起こりま
すが、日本でも「平

へい

成
せい

30年７月豪雨（→p28）」
のときに起こりました。
しかも、温暖化の影

えい

響
きょう

で、都市でゲリラ豪雨
（→p15）が発生して都市部に雨水が急

きゅう

激
げき

に流入
することが、今後もよく起こるといわれていま
す。都市のなか、これまでは水災害がなかった
ところでも、起こりうると心配されています。

都市では、雨水の多くが地面が舗
ほ

装
そう

されてい
るため地面にすいこまれずに排

はい

水
すい

溝
こう

に入り、下
げ

水
すい

管
かん

などを通って川に放流されます。
豪
ごう

雨
う

により、雨水が放出される水
すい

量
りょう

を上まわ
ると、排水溝や水路から水があふれて冠

かん

水
すい

や浸
しん

水
すい

することがあります（内
ない

水
すい

氾
はん

濫
らん

→p16）。

都
と

市
し

型
が た

水
す い

害
が い

どんどん身近になってきた
「水災害」

⑭備
そ な

えあれば憂
う れ

いなし
この写真は、大雨により首

し ゅ

都
と

圏
け ん

の河
か

川
せ ん

が氾
は ん

濫
ら ん

しそうに
なったときにそなえてつくられた「首都圏外

が い

郭
か く

放水路」という
世界最

さ い

大
だ い

級
きゅう

の洪
こ う

水
ず い

対
た い

策
さ く

施
し

設
せ つ

です。緊
き ん

急
きゅう

時に首都圏を流れる
中小河川のあふれた水を流すために、日本の最

さ い

先
せ ん

端
た ん

の
土木技

ぎ

術
じゅつ

を結
け っ

集
しゅう

して、2006（平
へ い

成
せ い

18）年６月に完
か ん

成
せ い

！

一方、川や湖
こ

沼
しょう

の増
ぞう

水
すい

、高
たか

潮
しお

や津
つ

波
なみ

によっ
て、堤

てい

防
ぼう

から水があふれたり、堤防が決壊した
りして、都市に水があふれることもあります
（外

がい

水
すい

氾濫→p16）。
いずれの水

みず

災
さい

害
がい

でも、都市で起こった場合、
経
けい

済
ざい

的
てき

に非
ひ

常
じょう

に大きな打
だ

撃
げき

を受けることになり
ます。また、ごみの発生や病原菌

きん

の拡
かく

散
さん

など衛
えい

生
せい

面の問題につながります。

この写真の「地下神
しん

殿
でん

」は、国レベルでおこ
なう「備

そな

えあれば憂
うれ

いなし」ですが、「はじめ
に（→p２）」にあるように、「どんなにすぐれた
備えをしても、水災害による被

ひ

害
がい

を大きくする
か、小さくするかは、わたしたち一人ひとりの
認
にん

識
しき

や行動にかかっている」のです。
そこでいっている「わたしたち一人ひとり」

とは、都市にくらすわたしたちもふくめた、す
べての人です。S

エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

が全人
じん

類
るい

の目
もく

標
ひょう

といって
いるのも、こういうことなのです。
「水災害」は、どんどん身近なことになって
しまってきています。

首
し ゅ

都
と

圏
け ん

外
が い

郭
か く

放水路

大お
お

落お
と
し

古ふ
る

利と

根ね

川が
わ

幸こ
う

松ま
つ

川が
わ

倉く
ら

松ま
つ

川が
わ

中な
か

川が
わ

18
号
水
路

第
５
立
坑

第
４
立
坑

第
３
立
坑

第
２
立
坑

第
１
立た

て

坑こ
う

←
調
圧
水
そ
う

放水路

排
はい

水
すい

機
き

場
じょう

→ 江戸川

出典：江戸川河川事務局ウェブサイトより作成

ワン
ポイント

地下50ｍ、全長約
や く

6.3km

をほこる、世界最
さ い

大
だ い

級
きゅう

の

地下放水路。「地下神
し ん

殿
で ん

」

ともいわれている。貯
ち ょ

水
す い

で

きる水 の 量
りょう

は67万㎥で、

小規
き

模
ぼ

のダムと同じくらい

の貯 水 量だ。 洪
こ う

水
ず い

時に

は、中
なか

川
が わ

、大
お お

落
おとし

古
ふ る

利
と

根
ね

川
が わ

などの河
か

川
せ ん

の水が首都圏

外郭放水路へ流入するよ

うになっていて、たまった

水は江
え

戸
ど

川
が わ

へ排
は い

出
しゅつ

される。
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