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気象情報や防災情報を理解し
自ら考え災害から逃れよう！

三橋　功治 みつはし　こうじ

株式会社三隆国際気象　代表取締役
（気象防災アドバイザー）



略歴

著書・論文等

○

取組の内容

気象情報や防災情報を理解し、自ら考え災害から逃れよう！

〇具体的な取り組み内容
-住民に対する防災に関わる講演
-住民が行う地区防災計画策定の支援
-住民参加の防災訓練の支援
-災害時ボランティアセンターでのマッチング
-途上国の防災機関への指導（情報伝達方法等）
〇取り組み方法
　住民に理解して欲しい内容については、講演を通して概要を伝え、地区ごとの内容については、住民が自ら考えるよう
にアドバイスを行っています。
　防災機関や住民に対して、私の考えを示すだけでなく、住民がその地区について考えることが重要であるという観点から
このような方法で活動しています。

1983年3月：東京理科大学理学部物理学科　卒業
1983年4月～2006年6月：日本気象協会勤務、テレビ出演をしながら、放送局向け/防災機関向け気象システムの開
発を担当
2006年7月～2009年6月：株式会社ジェイウェザー勤務、放送局向け気象関連機材及び気象/防災情報の販売
2009年7月：三隆国際気象創業
2014年8月～現在：株式会社三隆国際気象設立、気象予測業務を請け負いながら、住民に寄り添う防災活動実施
　　　　　　　　（自身も「災害ボランティアセンター運営支援者」として登録）
　　　　　　　　さらに、途上国への気象/防災に関わる支援活動
2020年2月から現在：とよなか防災アドバイザー
2022年3月から現在：八尾市防災アドバイザー
2022年8月：高砂市より講演依頼（気象防災アドバイザー）
2023年2月：朝来市より講演依頼（気象防災アドバイザー）

1995年10月：気象予報士
2011年4月：防災士
2011年3月：ひょうご防災リーダ
2021年4月：国土交通大臣から「気象防災アドバイザー」を委嘱

講演活動の様子 住民と共に避難ルートの確認

（危険箇所の抽出）



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

　講演の受講者に防災に関する内容を暗記してもらうのではなく、受講者に考えていただくことが重要だと思っ
ています。そのため、講演を通して受講者の皆様に考えるきっかけを提供し、多くの方が災害に対する対策を
自ら考えることができればよいと考えています。気象や防災情報を発信する側と情報を受ける側の状況を理
解しながら、住民に役立つ情報を提供しています。

　2010年からのべ150回を超える講演活動を行ってきました。気象や防災の情報について、小学生や高齢
者、大学、市役所や一般企業の防災担当者を対象にお話をしています。
　2022年度はコロナ禍で講演の回数は少なかったものの、「気象防災アドバイザー」として、７回の講演を行う
とともに、地区防災計画策定の支援も行いました。
　さらに、日本国内だけでなく、途上国の気象局に対して、わかりやすく気象情報を国民へ提供できる体制の
支援を実施したり、気象/防災情報の伝え方についての指導を行っています。

　講演を行う際、受講対象や受講者の取り組む姿勢によって、受講者の反応は毎回異なります。このため、
講演は当初予定していた内容よりさらに詳しいお話をする場合や簡単に紹介する場合など、受講者の反応
を見ながら臨機応変に講演を行っています。講演を行うことが目的ではなく、講演の後、住民が防災意識を
高めることが目的ですので、講演の際は受講者の興味や理解の状況を見ながら、話を進めることに注意して
います。



○参考

取組分野の分類

関連ホームページ

連絡先

※メールを送る際には〔アットマーク〕を『@』に変えてください。

メールアドレス k.mitsuhashi〔アットマーク〕mitaka-ww.com

株式会社三隆国際気象 http://www.mitaka-ww.com/index.html

豊中市
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/bosai/bousai_kiki_topics/bousaia
dobaiza.files/toyonakabousaiadobaiza20200715.pdf

宝塚市
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/event/1000042/1043907/1043
913/1046046.html

住民参加 その他
その他

官民連携（PPP・PFI） メディア活用策
自治体間連携 効果の把握・評価

1１．自治体経営イノベーション 12.シティプロモーション・地域PR
財政マネジメント（公共施設管理・公会計整備） 地域ブランディング

その他 その他

働き方改革 ふるさと教育
子どもの貧困対策 地域と教育機関の連携（高校魅力化・域学連携等）

9.少子化対策、子ども・子育て支援 10.地域づくり人材の育成・教育
結婚・出産・子育て支援 人材研修

地域と関係人口の協働 地域おこし協力隊の推進
その他 その他

滞在・活動の場づくり 起業・事業承継等支援
地域おこし協力隊の推進 空地・空家対策

○ その他 避難行動の際の心得の普及啓発
7.関係人口の創出・拡大 8.移住・定住促進

○ 避難所運営 地域おこし協力隊の推進
感染症対策 その他

○ 地区防災計画 インバウンド対応
○ BCP 民泊・農泊

5.防災減災・危機管理 6.観光振興・交流
建築物耐震化・長寿命化 DMOとの連携

その他 その他

地域交通 地球温暖化対策
集落機能の確保 廃棄物・リサイクル対策

3.生活機能の維持 4.環境保全・SDGs
地域医療・福祉 分散型エネルギーシステム

地域中核企業等の支援 その他
その他

6次産業化 空地・空家・空きビル・空き店舗等対策
経営資源の引継（事業承継等）・起業支援 商店街活性化

登録者の取組を12の政策分野に分類しています（複数の分野に該当するものもあります）。

1.地域資源を活用した地域経済循環 2.まちなか再生
地場産品発掘・販路開拓 中心市街地活性化


