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○ 登録者情報

所在地

鹿児島県鹿児島市

気象庁 元「予報官」による
気象およびその災害に関する参加型講座

用貝　敏郎 ようがい　としろう

気象防災アドバイザー
（元・気象庁 熊本地方気象台 台長）



略歴

著書・論文等

○

取組の内容

・2021年　2019年5月18日に発生した屋久島の大雨に関する研究　その2　-　屋久島で大雨となった要因を主に観測
データから探る　-
・2020年　2019年5月18日、屋久島の大雨　-　観測データから真の降水量と大雨のメカニズムを探る　-
・2016年　2015年9月1日、対馬沖で発生した突風　-　秋雨前線上の亜熱帯低気圧（Ogura et al：2005）が主因であ
る可能性を探る　-
・2014年　平成24年７月九州北部豪雨の事例解析　その２　-　気象庁メソ客観解析（以下、メソ解析）を基に、12日
の豪雨要因を探る　-

気象庁 元「予報官」による
気象およびその災害に関する参加型講座

・気象庁職員として、127年ぶりに発生した2016年4月の熊本地震、全島避難が実施された2015年5月の鹿児島県口
永良部島噴火、300年ぶりに噴火した2011年1月の霧島山（新燃岳）噴火、100年に一度と言われた1993年の鹿児島
8.6水害など、幾多の災害に向き合ってきました。
・これらの経験を踏まえ、住民の方々のお役に立ちたいとの思いから、気象およびその災害に関する講座などに取り組ん
でいます。講座ではデータに基づく解説を実施しつつ、簡単な実験や質問に答えていただく、参加型としております。参加
型にすることによって、より一層、興味を思っていただけるものと確信しています。
・ある講演会で「参加できなかった人も中身を知ることができるし、参加者もあらためて確認ができるので、内容を
YouTubeにアップしてほしい」旨の要望をいただきました。そこで、「マウント・ハート」というチャンネル名で配信しているところ
です。

【主な経歴】
1979年　気象庁入庁
2007年　気象庁予報部予報課　予報官
2009年　鹿児島地方気象台　観測予報課長
2012年　福岡管区気象台　観測課長
2013年　福岡管区気象台　次長
2016年　熊本地方気象台　台長
2017年　定年退職
2022年　気象防災アドバイザー、鹿児島県専門防災アドバイザー
【受賞歴】
2003年　日本気象学会九州支部奨励賞
【関連資格】
1994年　気象予報士

鹿児島県地域防災推進員ステップアップ研修会

の様子

参加者に行っていただいた

ペットボトルに雲を作る実験の様子



実績

工夫した点や苦労した点

ひとことPR

・気象庁職員として、幾多の災害に向き合ってきた経験を踏まえ、気象およびその災害に関する講座などに
取り組んでいます。講演内容は、YouTubeでも配信しています。
・また、YouTubeでは講演内容以外に「気象・火山に関するミニ知識」や「気象版・火山版・地震版　今日は
何の日」などについてもアップしています。

・2019年12月7日　屋久島学ソサエティ2019「過去の屋久島の大雨災害と2019年5月18日の屋久島豪雨」
（約70名が参加）
・2022年9月25日　令和4年度出水市防災講演会「線状降水帯等の気象情報の解説」（約150名が参加）
・2022年10月1日　鹿児島県石橋記念館　第11回防災セミナ－「気象情報を防災に活かす」（42名が参
加）
・2022年12月17日　令和4年度鹿児島県地域防災推進員ステップアップ研修会「防災気象情報の利活
用」（56名が参加）

・工夫した点：より一層興味を思っていただけるよう簡単な実験や質問に答えていただく参加型という形態にし
たところ、より多くの方に見ていただけるよう講演内容をYouTubeで配信しているところです。
・苦労した点：苦労したというほどではありませんが、講座などで参加者に突然実験への協力をお願いすると、
ややとっつきにくそうにされている様子が見受けられました。そこで、冒頭に実験への協力をお願いしておくなどの
対策を検討しているところです。



○ 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 jmajmajma123〔アットマーク〕yahoo.co.jp

YouTube（チャンネル名：マウントハート） https://www.youtube.com/channel/UCIV4C6NgZxonSPNOriHh9UA

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
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


