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伊豆諸島の噴火履歴
伊豆大島大規模噴火
の平均発生間隔は
150~200年

最後の大噴火から
240年経過

9世紀には，
伊豆大島，新島，
神津島，三宅島で
大規模噴火が発生

９世紀



1605

神津島

天上山838

八丈富士

三宅島

2000

伊豆大島

青ヶ島

新島向山886-887

1986

丸山1783-85



伊豆島嶼６火山避難計画の策定

方針：火山ごとに，関係者が連携する火山防災協議会で，

専門的知見を取り入れた対策を検討

火山活動の特性

ハザードマップ → 噴火警戒レベル → 火山避難計画

噴火シナリオ

目標：具体的，実践的，防災対応のイメージが容易な計画

・多様な火山活動を想定 迅速な対応

・対応策がイメージでき，応用が効く 臨機応変

・防災関係機関の役割・連携 情報・認識の共有

・できるだけコンパクト 座右の作戦要領



火山避難計画の策定経過

2017 伊豆大島，三宅島

2018 伊豆大島（一部修正）

2019 八丈島，青ヶ島

2020 新島，神津島（＋４火山避難計画改訂）

火山避難計画の参照先：
東京都防災ホームページ／東京都の取組／火山対策／東京都の火山対策



留意したこと

• 自然・社会的条件 ：島ごとの特性

• 多様な火山活動 ：防災対応の観点でケース分け

• 避難対象者の類別 ：一般住民

避難行動要支援者

来島者

• 避難時期と方法 ：島ごとの特性を考慮

• 島外避難の判断要素：火山現象・社会的条件

• 避難に関する詳細情報：避難方法・経路・所要時間



避難計画の構成

 本編 基本情報（自然・社会条件，噴火履歴）

想定される火山活動，ハザードマップ，噴火警戒レベル

平時の備え

避難計画の基本方針，噴火警戒レベルと避難対応の目安

立入規制，警戒区域，避難情報，避難対応

防災関係機関の役割

 マニュアル編 噴火警戒レベル別マニュアル

防災関係機関の体制と対応

島外関係機関の対応（島外避難）

詳細資料（避難方法・経路・所要時間）

 附属資料 観測体制，防災関連施設

移送手段，関係機関連絡先

立入規制箇所，表示板設置予定箇所

広報文例，表示板・規制看板例

火山防災に関する情報



伊豆大島火山1986年噴火

三原山山頂火口の噴火と三原山の北斜面を流れ

下る溶岩流（11月19日17:00，白尾氏撮影）

三原山北山麓で発生した割れ目噴火の火柱と噴煙

（11月21日，宮崎氏撮影）



伊豆大島火山の噴火事象系統樹



伊豆大島火山の噴火警戒レベルと防災対応



噴火警戒レベルと避難対応の目安



噴火警戒レベルと避難対応の目安



詳細資料：島内避難計画（総括表）



島内避難計画（対象地域：元町）



島内避難経路図（対象地域：元町）



詳細資料：島外避難計画（総括表）



島外避難計画（避難港までの移送時間）

■留意事項

・緊急避難
・道路被害状況の周知
・連絡手段の確保
・地区内待機



島外避難の判断基準（伊豆大島）



三宅島：2000年噴火

Degassing at caldera, 4 June 2001Surge-like ash flow, 29 Aug. 2000

Collapsed summit, 9 July 2000 Developing crater, 17 July 2000



三宅島火山の噴火警戒レベルと防災対応



噴火警戒レベルと避難対応の目安（山頂噴火）



噴火警戒レベルと避難対応の目安（山腹噴火）



新島・神津島



新島・神津島における９世紀の噴火による
火砕サージ到達域



新島火山の噴火警戒レベルと防災対応



噴火警戒レベルと
避難対応の目安



神津島火山の噴火警戒レベルと防災対応



島外避難計画（避難港から受入港までの所要時間）



八丈島

登龍峠から見た八丈富士（八丈町HPより）



八丈富士（西山）の火山活動

（津久井（1993），杉原・嶋田（1998）による）



2002年8月八丈島群発地震
（最大震度２，沖合いでM４クラス3個，気象庁による）



八丈島火山の噴火警戒レベルと防災対応



噴火警戒レベルと避難対応の目安



青ヶ島火山の噴火警戒レベルと防災対応



噴火警戒レベルと避難対応の目安



火山防災の課題

• 火山避難計画の活用：学習，図上演習，避難訓練

• 火山監視：火山活動状況の迅速な把握と評価

• 火山情報：防災に役立つ情報発信

• 防災対応：活動状況，評価，認識の共有

• 実効的な中枢機能体制の確立：

防災担当者・防災関係機関・専門家の協働態勢

• 規制区域内での調査観測：推移予測に必須


