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ɹؾிɺฏ �� ʢ���� ʣ౦ํଠฏ༸ԭʹΑΔඃͷਙେ͞ʹؑΈɺൃ࣌

දͨ͠ܯใͷ༰ٴͼλΠϛϯάΛ͠ূݕɺਓ໋ΛकΔࡂใͱͯ͠ͷܯใΛޙࠓͲ

ͷΑ͏ʹվળ͖͔͢ʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔͨΊɺ༗ࣝऀٴͼؔؔػࡂ͔ΒͳΔʮ౦ํଠฏ

༸ԭʹΑΔඃΛ౿·͑ͨܯใվળʹ͚ͨษڧձʯΛɺฏ ��  � ݄͔Β �݄ʹ

͔͚ͯ �ճ։͠࠵·ͨ͠ɻ

ɹษڧձͰɺܯใͷ՝ʹ͍ͭͯҎԼͷͱ͓Γ �ͭʹཧ͠·ͨ͠ɻ

ᶃɹൃੜ �ޙʹൃදͨ͠ܯใͷୈ �ใʹ͓͍ͯਪఆͨ͠نʢϚάχνϡʔυ

���ʣ͕աখධՁʢ࠷ऴతʹ ��� ͱਪఆʣͱͳΓɺ͜ͷنΛجʹ༧ଌͨ͠ͷ͞ߴ

࣮؍ʹࡍଌ͞Εͨͷ͞ߴΛେ͖͘ԼճΔͷͱͳΓ·ͨ͠ɻॳਪఆͨ͠ͷݯ

ʢϚάχνϡʔυܕΓͷ࿈ಈدߔԭͷւݝٶɺఆ͞Ε͍ͯͨنͼٴ ���ʣͱ΄΅

Ұக͠ɺهܗʹपظͷӽ͕ݟΒΕͳ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺਪఆͨ͠ن

ͷධՁ͕աখͰ͋ΔՄੑΛೝࣝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜͰͨ͠ɻ͜ͷͨΊɺϚάχνϡʔυ

͕ �Λ͑ΔΑ͏ͳڊେʹ͍ͭͯɺਝʹͦͷنΛਪఆ͢Δख๏Λಋೖ͠ୈ �ใʹ׆

༻͢Δ͜ͱ͕՝ɻ

ᶄɹنΛաখධՁͨ͠தͰؠखݝɺౡݝʹൃදͨ͠ʮ༧͞ΕΔͷ͞ߴ �ϝʔτϧʯ

͕ɺաڈͷݧܦ͔ΒைఅΛӽ͑Δ͜ͱͳ͍ͱͨͬࢥͳͲɺආͷΕʹ͕ྫ͕ͨͬܨ

͋ͬͨͱ͑ߟΒΕ·ͨ͠ɻ͜ͷͨΊɺܯใͷୈ �ใʹ͓͚Δ༧͞ΕΔͷ͞ߴͷൃ

දͷ͋Γํ͕՝ɻ

ᶅɹൃੜ �� ͞ࢉܭʹޙΕΔϞʔϝϯτϚάχνϡʔυʢ.Xʣ͕ɺେ͖ͳ༳ΕʹΑͬ

ܯͰ͖ͣɺࢉܭͷଌఆൣғΛ͑ͨͨΊܭଳҬʹஔ͍ͯͨ͠΄΅શͯͷࠃͯ

ใߋ৽ͷଓใ͕ਝʹൃදͰ͖·ͤΜͰͨ͠ɻ·ͨɺ(14࿘ܭͷσʔλʹ͖ͮجൃੜ

͔Β �� ޙʹܯใͷߋ৽ʢٶݝ �� ϝʔτϧҎ্ɺؠखݝɾౡݝ �ϝʔτϧʣΛߦ

͍·͕ͨ͠ɺΑΓԭ߹ʹઃஔ͍ͯ͠ΔέʔϒϧࣜւఈਫѹܭʢܭʣͷσʔλΛܯใ

ͷߋ৽ʹөͤ͞Δํ๏͕ෆेͰͨ͠ɻ͜ͷͨΊɺܯใߋ৽ͷଓใʹ͓͍ͯɺͷ

ΊΒΕٻʹΛΑΓ֬Λͬͯ༧͢ΔͨΊɺϞʔϝϯτϚάχνϡʔυʢ.XʣΛਝ͞ߴ

ΔΑ͏େ͖ͳ༳ΕͰৼΓΕͳ͍ଳҬܭͷ׆༻ͱͱʹɺԭ߹ʹ͓͚Δ؍ଌͷ

Խͱͦͷར༻ٕज़ͷ։ൃ͕՝ɻڧ

ᶆ	 	ใͰൃදͨ͠ͷ؍ଌ݁Ռʮୈ����ϝʔτϧʯΛݟฉ͖͠ɺࠓճͷ͍ͨ

ͨ͜͠ͱͳ͍ͱͨͬࢥͳͲɺආͷΕதஅʹ͕ͨͬ͋ྫ͕ͨͬܨͱ͑ߟΒΕ·ͨ͠ɻ

͜ͷͨΊɺͷ؍ଌใʹ͓͚Δ͑ํɺใจͷ͋Γํ͕՝ɻ

ɹ·ͨɺൃੜޙͷఀిʹΑΓܯใߋ৽ͷଓใͷ؍ଌใ͕ॅຽेʹΘ

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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͍ͬͯͳ͔ͬͨ͜ͱ͕໌Β͔ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

ɹಉษڧձʹ͓͚Δࢦఠఏݴɺ͞ΒʹҰൠ͔Β͍͍ͨͩͨҙݟΛ౿·͑ɺฏ ��  �݄ �� 

ʹᶃɺᶅͷओͱٕͯ͠ज़త՝ʹର͢ΔվળࡦΛʮ౦ํଠฏ༸ԭʹΑΔඃΛ౿·

͑ͨܯใͷվળͷํੑʹ͍ͭͯʯʢҎԼɺʮܯใվળͷํੑʹ͍ͭͯʯʣͱͯ͠ͱΓ·

ͱΊ·ͨ͠ɻ

ɹ͞Βʹɺʮܯใվળͷํੑʹ͍ͭ

ͯʯʹ͓͍ͯɺผ్ݕ౼͢Δ͜ͱͱͨ͠ᶄɺ

ᶆͷɺܯใͰͷͷ͞ߴ༧ͷ

۠ใจͰͷ۩ମతͳ͑ํʹ͍ͭ

ͯɺʮܯใͷൃදج४ͱใจͷ͋

Γํʹؔ͢Δݕ౼ձʯΛɺฏ ��  �� ݄

͔Βฏ ��  � ݄ʹ͔͚ͯ � ճ։͠࠵ɺ

۩ମతͳվળ༰ʹ͍ͭͯݕ౼Λ͍ߦ·͠

ͨɻ

ɹಉݕ౼ձʹ͓͚ΔٞΛ౿·͑ɺ۩ମ

తͳվળ༰ΛఏݴҊͱͯ͠·ͱΊɺฏ

��  �� ݄ʹެද͠ɺվળ༰ʹର͢ΔҙݟΛࠃ͘ຽ͔Βืू͠·ͨ͠ɻͦͷޙɺ͍ͨҙݟ

Λ౿·͑ɺܯใͷ۩ମతͳվળʹ͍ͭͯͷఏ͕ݴͱΓ·ͱΊΒΕɺฏ ��  � ݄ � ʹ

ެද͠·ͨ͠ɻ

津波警報・情報発表の流れと課題

検討会の模様

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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� ܯใͷ۩ମతͳվળ
ɹܯใͷୈ �ใɺආʹཁ͢Δؒ࣌ΛͰ͖Δ͚ͩ֬อͰ͖ΔΑ͏ɺൃੜޙ �ఔҎ

ͷൃදΛै͢ࢦདྷͷํ࣋͢ݎΔͱͱʹɺͷݯʢւఈͷ֪มಈʣͷਪఆʹෆ֬ఆཁ

ૉ͕͋Δ߹ɺ҆શαΠυʹཱͬͨͷਪఆʹ͍ͯͮجܯใΛൃද͠ɺͦͷޙɺಘΒΕΔ

ɾσʔλղੳ݁Ռʹ͖ͮجɺΑΓ֬ͷܯ͍ߴใʹΓସ͑Δ͜ͱΛجຊํͱ͠ɺվ

ળࡦͷݕ౼Λ͍ߦ·ͨ͠ɻ·ͨɺఀిճઢোʹΑΓୈ �ใ͕ಧ͔ͳ͍Մੑྀ͢ߟΔ͜ͱͱ

͠·ͨ͠ɻ

（１）技術的な改善

ɹܯใୈ �ใൃදͷਝੑΛ֬อ͢ΔͨΊɺنͷਪఆ �ఔͰࢉܭՄͳؾிϚ

άχνϡʔυʢ.KʣΛ༻͍Δ͜ͱΛجຊͱ͠·͕͢ɺϚάχνϡʔυ �Λ͑ΔΑ͏ͳڊେ

ͷ߹ʹɺͦͷنΛ �ఔͰਖ਼֬ʹࢉग़͢Δ͜ͱٕज़తʹࠔͰ͢ɻͦͷΑ͏ͳ

߹ʹաখධՁͱͳΒͳ͍ાஔ͕ඞཁͰ͢ɻ͜ͷͨΊɺਪఆͨ͠ؾிϚάχνϡʔυʢ.Kʣͷ

աখධՁͷՄੑΛ͔ʹೝࣝͰ͖Δࢹɾఆख๏Λಋೖ͠ɺաখධՁͷՄੑ͕͋Δ߹ʹ

ɺ͕ൃੜͨ͠ւҬͰఆ͞ΕΔ࠷େϚάχνϡʔυΛద༻ɺͳ͍͠ಉख๏ͰಘΒΕΔϚά

χνϡʔυͷ֓ࢉΛ༻͍ͯɺ҆શαΠυʹཱͬͨܯใͷୈ �ใΛൃද͠·͢ɻ

ɹͦͷޙɺ࠷৽ͷɾͷ؍ଌσʔλ͕໌Β͔ʹͳΓ࣍ୈɺ͞ߴ༧ଌʹ͍ͭͯΑΓ֬ͷ͍ߴ

ܯใʹߋ৽͠·͢ɻ۩ମతʹɺܯใͷਝ͔ͭదͳߋ৽ʹඞཁͳϞʔϝϯτϚάχν

ϡʔυʢ.XʣΛ ��ఔͰਝ͔ͭ҆ఆతʹٻΊΔͨΊɺେ͖ͳ༳ΕͰৼΓΕͳ͍ଳҬ

ܭΛ৽ͨʹඋ͠׆༻͢ΔܭըͰ͢ɻ·ͨɺϞʔϝϯτϚάχνϡʔυʢ.XʣͷਝͳਪఆҎ֎

ͷղੳख๏ʹ͍ͭͯߋʹٕज़։ൃΛਐΊ·͢ɻ

ɹ·ͨɺؾிͰɺฏ �� Ͱࠃɺશࡏݱ݄� ��ͷ (14࿘ܭʢࠃަ௨লߓہʣͱ ��

ͷέʔϒϧࣜւఈਫѹܭʢؾிɺʢಠʣࡂՊֶٕज़ڀݚॴɺ౦ژେֶڀݚॴɺʢಠʣւ༸ݚ

͍͓ͯʹɺ౦ํଠฏ༸ԭ͍ͯͭʹܭΓɺ(14࿘͓ͯ͠༺׆ʹࢹʣΛߏػ։ൃڀ

ܯใͷߋ৽ʹॏཁͳׂΛՌͨ͠·ͨ͠ɻฏ �� �݄ʹɺ(14࿘ܭʹՃ͑ͯɺέʔϒϧ

ࣜւఈਫѹܭʹ͍ͭͯɺݧܦଇʹ͍ͨͮج؆ศͳख๏ʹΑΔܯใͷ׆༻Λ։࢝͠·ͨ͠ɻ

→元ファイル：【特集２】②津波警報・情報発表の流れと課題（図）.pptx	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

気象庁では、地震の規模を示すマグニチュードの計算方式として、気象庁マグニチュード（Mj）
と、モーメントマグニチュード（Mw）のふたつの方式を使用しています。	 
気象庁マグニチュード（Mj）は、周期 5 秒程度までの強い揺れを観測する強震計で記録された地
震波形の最大振幅の値を用いて計算する方式で、地震発生から 3 分程度で計算可能という点から速
報性に優れています。しかし、マグニチュード 8 を超える巨大地震の場合、より長い周期の地震波
は大きくなりますが、周期 5 秒程度までの地震波の大きさはほとんど変わらないため、気象庁マグ
ニチュード（Mj）では地震本来の規模に比べて小さく見積もられ、正確に規模を推定できません。	 
一方、モーメントマグニチュード（Mw）は、地震による断層運動の大きさを的確に表すもので、
広帯域地震計（より長周期の地震波も観測可能）により記録された周期数十秒以上の非常に周期の
長い地震波も含めて解析し計算することから、巨大地震についても正確な規模の推定が可能であり、
なおかつ地震の発震機構（逆断層か横ずれ断層かなど）も同時に推定可能という利点があります。
しかし、10 分程度の地震波形データを処理する必要があるため、モーメントマグニチュード（Mw）
の推定には地震発生から15分程度を要します。	 
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（２）津波警報及び情報文等の改善

○津波警報等の発表基準と津波の高さ予想の区分
ɹͷ͞ߴͱඃͱͷؔͷௐࠪ݁Ռ͔Βɺܯใͷൃදج४ΛվΊͯਫ਼ࠪ͠ɺҬͷਁ

ਫඃ͕ੜ͡ΔԼݶͷ �ϝʔτϧΛܯใʢʣͷɺՈͷྲྀ ɾࣦશյ͕͢૿ٸΔ �ϝʔ

τϧʢਁਫਂ �ϝʔτϧʹରԠʣΛܯใʢେʣͷɺ͓ͷ͓ͷൃදج४ͱ͠· ʢ͢ߦݱͲ͓Γʣɻ

·ͨɺͷ͞ߴ༧ͷ۠ʹ͍ͭͯɺࡏݱ ���ɺ�ɺ�ɺ�ɺ�ɺ�ɺ�ϝʔτϧɺ��ϝʔτϧҎ্

ͷ �ஈ֊ͱ͍ͯ͠·͕͢ɺܯใج४༧ଌͷࠩޡɺͱΓ͏ΔࡂରԠͷஈ֊Λ౿·͑ͯ �ɺ

�ɺ�ɺ��ϝʔτϧɺ��ϝʔτϧͷ �ஈ֊ͱ͠ɺใͰൃද͢Δ༧͞ΕΔͷ͞ߴɺ؆ܿͰ

୯Ұͷͱ͠ɺײػةΛ͢ىשΔͨΊɺ͞ߴ༧ͷ۠ͷ෯ͷ͍ߴͱ͠·͢ɻ·ͨɺن

ͷաখධՁͷՄੑΛݕ͠ɺ֘ւҬͰఆ͞ΕΔ࠷େͷϚάχνϡʔυΛద༻͢ΔͳͲͯ͠

ܯใͷୈ �ใΛൃද͢Δ߹ɺنਪఆͷෆ֬ఆੑ͕େ͖͍ͱ͑ߟΒΕΔ͜ͱ͔Βɺ༧

͞ΕΔͷ͞ߴΛɺͰͳ ʮ͘ڊେʯͳͲఆੑతදݱͰൃද͢Δ͜ͱʹΑΓɺ௨ৗͷͱ

ҟͳΔඇৗࣄଶͰ͋Δ͜ͱΛ͑Δ͜ͱͱ͠·͢ɻ

ͳΔߋΑΓ͞Βʹԭ߹ʹઃஔ͢ΔͱͱʹɺܭʢϒΠࣜʣΛέʔϒϧࣜւఈਫѹܭɺւఈޙࠓ

ԭ߹؍ଌͷσʔλར༻ٕज़ͷ։ൃΛਐΊ·͢ɻ

改善後の津波警報・情報発表の流れ

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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ɹͳ͓ɺൃੜ �� ޙʹɺϞʔϝϯτϚάχνϡʔυʢ.XʣʹΑΔ֬ͷ͍ߴͷ༧ଌ

ͷ؍ଌ݁Ռʹ͍ͯͮجܯใͷߋ৽Λ͍ߦ·͕͢ɺ͜ͷ߹ͷ༧͞ΕΔͷ͞ߴ

Ͱൃද͠·͢ɻ

ɹܯใɺܯใʢେʣɺܯใʢʣͱྨ͍ͯ͠·͕͢ɺҰൠʹ͘༻͍ΒΕ

͍ͯΔʮେܯใʯɺʮܯใʯΛಉٛͷͷͱ͠ɺܯใใจதʹ͓͍ͯʮେܯใʯɺʮ

ܯใʯΛ༻͍Δ͜ͱͱ͠·͢ɻ

○津波到達予想時刻の発表

ɹͷ౸ୡ༧ࠁ࣌ʹ͍ͭͯɺ༧ใ۠ͷதͰ࠷ૣ͕͘౸ୡ͢Δٴͼ༧ใ۠ͷද

తͳ؍ଌͷ౸ୡ༧ࠁ࣌Λൃද͠·͢ɻͨͩ͠ɺͷ౸ୡࠁ࣌ಉ͡༧ใ۠Ͱ

ेఔ͔Β Ҏ্ҧ͏͜ͱ͕͋ΔͨΊɺ͜ͷΑ͏ͳͷಛΛ໌ࣔͯ͑͠Δ͜ͱͱؒ࣌͠�

·͢ɻ

ɹ·ͨߴɺ ͍͕ͪʹऻͬͯ͘ΔڪΕ͕͋ΔͳͲɺഭ͕Θ͔ΔΑ͏ใจʹϑϥάʢࣝผූʣ

ΛՃ͠ɺશࠃશͯͷ༰Λ͑Δ߹ʹ͓͍ͯ༏ઌ͖͢༰͕Θ͔ΔΑ͏ʹ͠·͢ɻ

○津波観測データの発表

ɹԿ܁Γฦ͠དྷऻ͠·͕͢ɺୈ �͕࠷େʹͳΔͱݶΒͣɺୈ �ɺୈ �ͳͲޙଓ

͕ΑΓେ͖͘ͳΔ͜ͱ͕ଟ͍ͱ͍͏ੑ࣭͕͋Γ·͢ɻͦͷੑ࣭ͷप͕ඞͣ͠ेͰͳ͍ঢ়ଶ

Ͱɺͷୈ �ͷখ͞ͳ؍ଌΛൃදͨ͠߹ɺࠓճͷখ͍͞ͷͱͷޡղΛ༩͑ΔڪΕ

͕͋Γ·͢ɻҰํɺ͕؍ଌ͞Εͨͱ͍͏࣮ࣄΛ͑Δ͜ͱॏཁͱ͑ߟΒΕΔ͜ͱ͔Βɺ

ͷୈ �ʹ͍ͭͯɺ౸ୡͨ͠ࠁ࣌ͱԡ͠ɾҾ͖ͷΈൃද͠ɺ࠷େʹ͍ͭͯɺ؍ଌ͞Εͨ

ͷ͞ߴͷ͕ɺ༧͞ΕΔͷ۠͞ߴΑΓेখ͍͞߹ɺʮ؍ଌதʯͱఆੑతදݱͰൃ

ද͢Δ͜ͱͱ͠·͢ɻͳ͓ɺ؍ଌͨ͠ͷ͞ߴΛͰൃද͢Δج४ද �ͷͱ͓ΓͰɺ࠷ʹط

େ͕؍ଌ͞ΕͨͱޡղΛ༩͑ͳ͍Α͏ʮ͜Ε·Ͱͷ࠷େʯͱද͢ݱΔ͜ͱͱ͠·͢ɻ
																																				ɹɹɹɹɹɹɹ

予想される津波の高さ	 
警報・注意報の分類	 

発表基準及び	 
津波の高さ予想の区分	 数値での発表	 定性的表現での発表	 

大津波警報	 

10ｍ	 ～	 	 

5ｍ	 ～10ｍ	 

3ｍ	 ～	 5ｍ	 

10ｍ超	 

10ｍ	 

5ｍ	 

巨大	 

津波警報	 1ｍ	 ～	 3ｍ	 3ｍ	 高い	 

津波注意報	 0.2ｍ	 ～	 1ｍ	 1ｍ	 なし※）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※）情報文中では表記しない	 

津波警報・注意報の分類と津波の高さ予想の区分等
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○沖合の津波観測データの発表
ɹ౦ํଠฏ༸ԭͰɺେ͕Ԋ؛ʹ౸ୡ͢Δલʹ(14࿘ܭʹΑΓͷ౸ୡΛݕ

͠ɺܯใͷߋ৽ʹ׆༻͞ΕΔͳͲɺԭ߹Ͱͷ؍ଌͷ༗ޮੑ͕࣮ূ͞Ε·ͨ͠ɻԭ߹ͷ

ଌใͱผ؍ଌσʔλͱ߹Θͤͯൃද͍ͯ͠·͕͢ɺ͜Ε·Ͱͷ؍ͷ؛ɺԊࡏݱଌσʔλɺ؍

ʹ৽ઃ͠ɺԭ߹ͰΛ͍ͪૣ͘ݕ͠ɺԊݦʹ؛ஶͳ͕ԡͤ͠دΔڪΕ͕ೝΊΒΕͨ߹ʹ

ɺͪʹൃද͢Δ͜ͱͱ͠·͢ɻ·ͨɺ(14࿘ܭΑΓߋʹԭ߹ʹઃஔ͍ͯ͠Δւఈਫѹܭʢ

ܭʣͷ؍ଌσʔλ׆༻͢Δ͜ͱͱ͠·͢ɻؾிͰɺͷ࣮گΛ͞Βʹૣ͍ஈ֊ͰѲ͢

ΔͨΊɺ౦ํͷଠฏ༸ଆԭ߹ʹւఈܭʢϒΠࣜʣΛฏ �� தʹඋ͢ΔܭըͰ͢ɻ

ɹͷ͞ߴɺਫਂͷਂ͍ԭ߹Ͱͯ͘ɺਫਂͷઙ͍Ԋ؛ʹۙͮ͘΄Ͳͦͷ͞ߴ͘ߴͳΔ

͜ͱ͔Βɺԭ߹Ͱ؍ଌ͞Ε͕ͨԊ؛ʹ౸ୡͨ͠߹ͷਪఆ͞ΕΔ͞ߴ߹Θͤͯൃද͍ͯ͠·

͢ɻԊ؛Ͱਪఆ͞ΕΔͷ͞ߴͷ͕ɺ༧͞Ε͍ͯΔͷ۠͞ߴΑΓখ͍͞߹ɺආ

Λ͛Δ͜ͱ͕ͳ͍Α͏Ԋ؛ͷ؍ଌʹؔ͢Δใͱಉ༷ʹɺදͷͱ͓Γൃදج४Λઃ͚ɺج४

ʹୡ͠ͳ͍߹ɺԊ؛Ͱਪఆ͞ΕΔͷ͞ߴʮਪఆதʯͱఆੑతදݱͰൃද͠·͢ɻ

ɹͳ͓ɺൃද͍ͯ͠Δ༧͞ΕΔͷ۠͞ߴΑΓɺԊ؛Ͱਪఆ͞ΕΔͷ͍ߴ͕͞ߴ߹ɺ

ܯใͷߋ৽ൃදΛ༏ઌ͠·͢ɻ

発表中の警報等	 数値で発表する基準	 

大津波警報	 観測値＞1ｍ	 	 	 （基準に達しない場合は「観測中」で発表）	 

津波警報	 観測値≧0.2ｍ	 	 	 （基準に達しない場合は「観測中」で発表）	 

津波注意報	 すべて数値で発表（ごく小さい場合は「微弱」で発表）	 

 

Ⓨ⾲୰ࡢ
㆙ሗ➼

ἢᓊ࡛᥎ᐃࡿࢀࡉ
ὠἼࡢ㧗್࡛ᩘࢆࡉ

Ⓨ⾲ࡿࡍᇶ‽
ᇶ‽㐩ࡓࡋሙྜ ᇶ‽㐩࠸࡞ࡋሙྜ

ὠἼ㆙ሗ ἢᓊࡢ᥎ᐃ್㸼3㹫
Ἀྜࡢほ ್ࠊἢᓊ࡛᥎ᐃ
್ᩘࡶࡉ㧗ࡢὠἼࡿࢀࡉ
࡛Ⓨ⾲

ὠἼ㆙ሗ ἢᓊࡢ᥎ᐃ್㸼1㹫
Ἀྜࡢほ ್ࠊἢᓊ࡛᥎ᐃ
್ᩘࡶࡉ㧗ࡢὠἼࡿࢀࡉ
࡛Ⓨ⾲

Ἀྜࡢほ ್ࠕࡣほ ୰ ࠊࠖ
ἢᓊ࡛᥎ᐃࡿࢀࡉὠἼࡢ
㧗ࠕࡣࡉ᥎ᐃ୰࡛ࠖⓎ⾲

ὠἼὀពሗ ⾲Ⓨ್࡛ᩘ࡚ࡍ
Ἀྜࡢほ ್ࠊἢᓊ࡛᥎ᐃࡿࢀࡉὠἼࡢ㧗್࡛ᩘࡶࡉ
Ⓨ⾲

沖合の観測値及び沿岸で推定される津波の高さを数値で発表する基準

観測された津波の高さを数値で発表する基準

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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海底津波計（ブイ式）の概要と整備計画

　海底津波計（ブイ式）は、沖合の海底に設置した水圧式のセンサーで津波を観測するもので、観測されたデータは、海中では音響通信を用いて海上に係留
された通信ブイに送信され、その後、通信衛星を経由して、ほぼリアルタイムで気象庁に伝送されます。

GPS波浪計の概要

GPS 波浪計は、GPS 衛星を用いて沖に浮かべたブイ（GPS 波浪計）の
上下変動を計測し、波浪や潮位をリアルタイムで観測する機器です。GPS
波浪計は国土交通省港湾局が整備したもので、気象庁において、平成 20
年 7月 1日から順次津波情報等に活用しています。
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○その他の改善

ɹൃੜ�ޙʹɺ�Ҏ্Λ؍ଌͨ͠Ҭ໊ͱͷ༳Εͷൃࠁ࣌ݱʹ͍ͭͯɺใΛ

ൃද͍ͯ͠·͕͢ɺ͜ ͷใจʹ͓͍ͯൃੜͷڪΕʹ͍ͭͯ͑Δ͜ͱͱ͠·͢ɻ

ɹ·ͨɺ܁Γฦ͠དྷऻ͢Δͷ࣮گਪҠΛΘ͔Γ͑͘͢ɺආͷపఈຢܯใͷղআ

ΛਐΊ·͢ɻ౼ݕ͍ͯͭʹΔ͜ͱ͢༺׆४උతͳใͱͯ͑͠ΔͨΊɺ৽ͨʹਤใΛ͚ͨʹ

� ͷऔΓΈޙࠓ
ɹܯใͷվળ༰ʹ͍ͭͯɺޙࠓɺؾிͷγεςϜվमΛ͏ߦͱͱʹɺใΛར༻͢Δ

ؔػؔࡂใಓؔؔػʹ͓͚ΔγεςϜվमͷܭըΛ౿·͑ɺૣ ΔΑ͏࢝͢ӡ༻Λ։ʹظ

ʹ४උΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ

ɹ·ͨɺආʹ͓͍ͯɺܯใͱආࣔࢦͷࡂରԠɺආߦಈͱͷؔΛཧ͢Δͱͱ

ʹɺใୡखஈɺϋβʔυϚοϓڭࡂҭͷࡂରࡦͱͷ࿈͕ܞॏཁͰ͋Γɺதԝࡂ

ձ ʮٞ࣌ࡂͷආʹؔ͢Δઐௐࠪձʯʹ ͓͍ͯٞ͞ΕΔ༰Λेʹ౿·͑ͭͭɺΑΓҰ

ͷܯใͷվળʹऔΓΉ΄͔ɺେֶɺؔػڀݚͱ࿈ͯ͠ܞɺࢹɾ༧ଌٕज़ͷ։ൃʹੵۃత

ʹऔΓΈ·͢ɻ

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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津波情報（津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報）の例
    ＜予想される津波の高さを定性的表現で発表する場合>

վળ
ɾͷ౸ୡ༧ࠁ࣌ɺୈ �ͷࠁ࣌Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔΑ͏ʮୈ �ͷ౸ୡ༧ࠁ࣌ʯͱ͢Δ
ɾ	ɺୈ �͕࠷େͱݶΒͣɺୈ �ɺୈ �ͳͲޙଓ͕࠷େͱͳΔ߹͕ଟ͍͜ͱ͔Βɺ༧͞ΕΔͷ͞ߴɺ
ʯͱ͢Δ͞ߴେͷ࠷Ͱ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ΔΑ͏ʮ༧͞ΕΔͷ͞ߴେͷ࠷
ɾใൃද࣌ʹ͓͍ͯɺୈ �ͷ౸ୡ༧ࠁ࣌ͱͳ͍ͬͯΔ߹ɺʮطʹ౸ୡͱਪଌʯͱ͍͕ͯͨ͠ɺͷ
ղΛ༩͑ͳ͍Α͏ʮ౸ୡதͱਪଌʯͱ͢Δޡͱͨͬڈ͕ݥة
ɾ	نਪఆͷෆ֬ఆੑ͕େ͖͍ͱ͑ߟΒΕΔ߹ͷʮ༧͞ΕΔͷ࠷େͷ͞ߴʯɺڊେʢେܯใʣߴɺ ʢ͍
ܯใʣͷఆੑతදݱΛ༻͍ͯൃද͢Δ
ɾܯռจʹ͓͍ͯɺආΛݺͼ͔͚Δͱͱʹɺ౸ୡ༧ࠁ࣌༧ใ۠Ͱҧ͍͕͋Δ͜ͱ࠷େ౸ୡ·Ͱʹ͕ؒ࣌
͔͔Δ߹͕͋Δ͜ͱͳͲΛ͑Δ
ʢڞ௨߲ࣄʣ
ɾܯใʢେʣɺܯใʢʣΛɺେܯใɺܯใͷදهʹม͢ߋΔ
ɾ༏ઌͷ͍ߴॏཁͳใʹϑϥάʮˈʯΛՃ͢Δ
ɾنਪఆͷෆ֬ఆੑ͕େ͖͍ͱ͑ߟΒΕ߹ͷͷنɺʮ�Λ͑Δڊେʯͱ͢Δ
˞ɹྫจͷ༰ɺޙࠓมߋʹͳΔ߹͕͋Γ·͢
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վળ
ɾͷୈ �ɺ͕౸ୡ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͑ΔͨΊɺ౸ୡࠁ࣌ͱԡ͠ɾҾ͖ͷΈΛ͑Δ
ɾ࠷େɺࡏݱ·Ͱͷ࠷େͷ͞ߴͰ͋Γɺߋޙࠓʹେ͖ͳ͕དྷΔՄੑ͕ݥة͘ߴͳঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔
ΔΑ͏ʮ͜Ε·Ͱͷ࠷େʯͱ͠ɺ࠷େͷ؍ଌ͕༧͞Ε͍ͯΔͷ͞ߴʹൺͯेখ͍͞߹ఆੑతදݱʮ؍
ଌதʯͱ͢Δ
ɾ͜Ε·Ͱͷ࠷େͷ͞ߴɺج४Ҏ্ͷ͞ߴΛ؍ଌͨ͠߹ʹͰൃද͠ɺͦͷޙਫҐ্͕ঢதͷ߹ͷޙ
ʹʮʴʯΛՃ͢Δ
ɾܯռจʹ͓͍ͯɺߋޙࠓʹେ͖ͳ͕དྷΔՄੑ͕͍͜ߴͱɺॴʹΑΓ͘ߴʹߋͳΔ͜ͱΛ͑Δ
˞ɹྫจͷ༰ɺޙࠓมߋʹͳΔ߹͕͋Γ·͢

津波情報（津波観測に関する情報）の例

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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վળ
ɾԭ߹ʹ͓͚Δͷ؍ଌɺԊ؛ͷݕைॴͷ؍ଌͱҰॹʹൃද͍ͯ͠Δ͕ɺ͍ͪૣ͑͘ΔΑ͏ैདྷͷ؍ଌใ
ͱผʹൃද͢Δ
ɾԊ؛Ͱͷͷ͞ߴͷਪఆ͕ܯใ૬Ҏ্ͷ߹ɺͦͷࢫΛݟग़͠ʹ͓͍ͯΘ͔Γ͑͘͢Δ
ɾͷୈ �ɺ͕౸ୡ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ͑ΔͨΊɺୈ �ͷ؍ଌࠁ࣌ͱԡ͠ɾҾ͖ͷΈΛ͑Δ
ɾ࠷େɺࡏݱ·Ͱͷ࠷େͷ͞ߴͰ͋Γɺߋޙࠓʹେ͖ͳ͕དྷΔՄੑ͕ݥة͘ߴͳঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔
ΔΑ͏ʮ͜Ε·Ͱͷ࠷େʯͱ͠ɺ࠷େͷ؍ଌ͕༧͞ΕΔͷ͞ߴʹൺͯेখ͍͞߹ఆੑతදݱʮ؍ଌதʯ
ͱ͢Δ
ɾ͜Ε·Ͱͷ࠷େͷ͞ߴɺج४Ҏ্ͷ͞ߴΛ؍ଌͨ͠߹ʹͰൃද͠ɺͦͷޙਫҐ্͕ঢதͷ߹ͷޙ
ʹʮʴʯΛՃ͢Δ
ɾԭ߹ͷ؍ଌ͔ΒԊ؛Ͱਪఆ͞ΕΔୈ̍ͷਪఆ౸ୡࠁ࣌ɺ͜Ε·Ͱͷ࠷େͷਪఆ౸ୡٴࠁ࣌ͼͷ͞ߴΛ༧
ใ۠୯ҐͰهड़͠ɺਪఆ͞ΕΔͷ͞ߴʹ͍ͭͯɺج४ʹୡͨ͠߹ʹͰൃද͠ɺج४ʹୡ͠ͳ͍͍ʹ͍ͭ
ͯɺආߦಈΛ͛ͳ͍Α͏ఆੑతදݱʮਪఆதʯͱ͢Δ
˞ɹྫจͷ༰ɺޙࠓมߋʹͳΔ߹͕͋Γ·͢

津波情報（沖合の津波観測に関する情報）の例
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津波の実況及び推移に関する図情報の例（イメージ）

特集２　津波警報改善に向けた取り組み
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