
２ 防災情報の収集・提供 

２－８ 衛星情報による災害解析手法 

地球の上空では、様々なセンサー、波長帯、観測幅、分解能、観測周期で、多数の

地球観測衛星が回り続けています（表 2-6-1 参照）。多くの衛星画像は一般でも入手が

可能であり、災害の分析や予測など、防災活動での応用が期待されています。（表 2-6-2

参照） 

 

表 2-8-1 最近の地球観測衛星の一覧 

出典 : 宇宙からの地球観測 (ERSDAC, 2001 年) 
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表 2-8-2 地球観測衛星データの防災活動での応用例  

出典 : CEOS Earth Observation Handbook (ESA, 2005 年) 
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２ 防災情報の収集・提供 

国内においては、例えば、衛星リモートセンシング推進委員会1の防災ワーキンググ

ループが、衛星リモートセンシング技術の防災利用方法を地方公共団体の防災行政担

当者や一般の人々に広く知ってもらうこと及び衛星データの利用を増加することを目

的として、実際の災害に適用した衛星データ解析例をまとめた災害解析手法の解説集

「衛星情報による災害解析手法の紹介」を平成 12 年度に公開2しました。さらに、委

員会では待望の日本の地球観測衛星「だいち」(ALOS)の運用開始にあわせて、「ALOS

観測データを活用した先駆的解析成果」を平成 18 年度に公開3しています。 

「衛星情報による災害解析手法の紹介」はアジアにおける防災行政担当者や研究者

にとっても価値のある情報であり、メンバー国における防災対策の推進に資すること

を目的として、アジア防災センターは英語版の作成と公開の権利を入手し、公開4して

います。 

 

 
図 2-8-1 発生場所別解析事例 

                                                  
1 （財）リモート・センシング技術センター内に設置された組織。リモセン技術、衛星システム

の研究・開発検討、衛星データの普及・利用に係わる推進方策に関する企画・立案及び調整に資

する専門的調査検討を行うことを目的としている。 
2 http://www.restec.or.jp/eeoc/bosai/bousai/v11.htm
3 http://www.restec.or.jp/eeoc/alos/bosai/bosai.htm 
4 http://www.adrc.or.jp/dmweb/index.html 
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さらに、独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が 2007 年度に打ち上げた新

し い 通 信 衛 星 で あ る 、 超 高 速 イ ン タ ー ネ ッ ト 衛 星 WINDS （ Wideband 

InterNetworking engineering test and Demonstration Satellite）等を活用した新た

な災害情報の早期把握や情報共有手段について、JAXA や独立行政法人情報通信研究

機構（NICT）、ダイヤモンドエアサービス（DAS）と共同で検討を進めています（図

2-6-2）。 
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図 2-8-2 超高速インターネット衛星を使った災害情報システム 
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