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SIP4D を活用した災害情報の広域連携に関する取り組み

－沖縄県 SIP4D 連接実証実験の活動報告－
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Approach about Wide Area Cooperation of Disaster Information Using SIP4D
– Activity Report of Demonstration Experiment of SIP4D Connection in Okinawa Prefecture –

Tadashi ISE, Satoru YUSA, Takeshi ISONO, Kazushiro YOSHIMORI, 

Makoto HANASHIMA, and Yuichiro USUDA

*Disaster Information Research Division,
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Japan

Abstract

In this paper, we report on the “Okinawa Prefecture SIP4D Concatenation Demonstration Experiment” conducted 
on February 4, 2021. The purpose of this experiment is to verify the results of the modification of the Okinawa 
Prefecture disaster prevention information system so that shelter information can be uploaded to SIP4D (Shared 
Information Platform for Disaster Management). Furthermore, using the SIP4D utilization system (NIED-DISS) 
developed by NIED, the 15th Brigade of JGSDF (Japan Ground Self-Defense Force) provided damage information 
to SIP4D. This confirmed that it is possible to manage information from local governments and information from 
the Self-Defense Forces in an integrated manner on ISUT-SITE. After the demonstration experiment, we conducted 
an interview survey with Okinawa Prefecture, three basic municipalities, and JGSDF to confirm the effectiveness 
of integrated management of such disaster information.

Key words: SIP4D, ISUT-SITE, NIED-DISS, JGSDF, Integrated management

1. はじめに

災害時には，様々な組織や団体が同時並行的に活

動することから，的確な対応を行うためには，状況

認識の統一が不可欠である．そのために必要になる

のが，各機関の有する情報の共有である．現在，災

害発生時において，円滑に情報を共有する仕組みと

して，様々な災害情報システムが提案されている．

しかしながら，実際の災害対応においては，電話や

ファックス，手書きの地図やホワイトボードに頼っ

た情報伝達が行われており，災害情報システムが十

分に機能していない．また，これまでの災害情報シ

ステムは，各府省庁や各都道府県等，それぞれの組

織が個別に情報システムを整備してきたため，組織

内では情報共有されるが，組織の壁を越えた情報共

有が考慮されていないという問題があった．そのた

め，災害時の機関横断的な情報連携ができず，各機

関が災害の全体像を把握し難い状況にある．

こうした課題を踏まえ，防災科学技術研究所（以

下，防災科研）は，戦略的イノベーション創造プロ

グラム（SIP）1）において，各府省庁，自治体，関係



防災科学技術研究所研究資料　第 462 号　2021 年 5 月

－2－

機関等が災害情報を相互に共有し，防災関係機関全

体で状況認識を統一した上で，的確な災害対応を

行うための仕組みである SIP4D（Shared Information 
Platform for Disaster management：基盤的防災情報流

通ネットワーク 2）および SIP4D 利活用システム 3）

を研究開発してきた．さらに，ISUT（Information 
Support Team：災害時情報集約支援チーム）4）のメン

バーとして，実際の災害対応の現場に赴き，様々な

災害情報を集約・地図化，災害の全体像を可視化す

ることで，各機関の災害対応の支援を行ってきた．

本資料では，沖縄県の防災情報システムと SIP4D
との連接を図るために，2021 年 2 月に実施した『沖

縄県 SIP4D 連接実証実験』について報告する．なお，

本資料に示す連接実証実験は，当初は，『美ら島レ

スキュー 2020』（沖縄県と陸上自衛隊第 15 旅団の共

同開催）において実施する予定であったが，新型コ

ロナウイルス感染拡大により，『美ら島レスキュー

2020』が中止になったため，防災情報システムの連

接実証実験の部分を『沖縄県 SIP4D 連接実証実験』

（沖縄県主催）として実施したものである．

2. 実証実験に用いるシステム

2.1   SIP4D
SIP4D は，防災関係機関全体で状況認識を統一し，

的確な災害対応を行うために，各府省庁，関係機

関，自治体などが運用する災害関連情報システム間

を連接し，情報を多対多で相互に共有して，統合的

な情報の利活用を実現する中核的役割を担うもので

ある．これにより，多種多様な組織が協働でき，全

体として迅速・的確な災害対応の実現を目指すもの

である．戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
の第Ⅰ期（平成 26 年度～平成 30 年度）において研究

開発され，機能拡張が続けられている．システムの

概要を図 1に示す．SIP4Dの詳細については，臼田 5），

取出 6），伊勢ら 7）などに記載されているので，これ

らを参照とする．

2.2   SIP4D 利活用システム

SIP4D が，国（府省庁等）において災害地図情報を

共有することを目的に研究開発されてきたシステム

であるのに対し，被災の現場，つまり被災自治体に

おいては，SIP4D によって共有される各種の災害地

図情報を取り込み，自身の持つさらに詳細な情報や

地域の情報，例えば，災害時要支援者の情報や各避

難所の運営状況などと重ね合わすことで，これらの

情報を利活用するためのシステムが求められる．ま

た，国（府省庁等）の視点からも，気象庁の観測情報

や衛星写真，航空写真などから得られる俯瞰的な情

報だけでなく，被災地の詳細情報（動的な情報）を把

握するためには，被災自治体から提供される情報を

取り込む必要がある．

こうした，国（府省庁等）と被災地（自治体等）を繋

ぐための被災地側のシステムの雛形，あるいはケー

ススタディとして，防災科研では，SIP4D と合わせ

て，SIP4D 利活用システムを研究開発してきた．シ

ステムの概要を図 2 に示す．

図 1 SIP4D の概要

Fig. 1 Outline of SIP4D.

図 2 SIP4D 利活用システムの概要

Fig. 2 Outline of NIED-DISS.

図 3 SIP4D 利活用システムの基本画面

Fig. 3 Basic screen of NIED-DISS.
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SIP4D 利活用システムは，Web-GIS をベースとし

た情報システムであり，図 3 に示すように，2 階層

のタブ，メニューボタンを配置し，それぞれのメ

ニューボタンに，表示するレイヤ，あるいは編集可

能なレイヤをプリセットすることができる．これに

より，GIS を用いた地図情報の管理に不慣れな自治

体職員等でも，地図情報の検索，編集を容易に行う

ことができ，対応する地図画面と表画面で様々な情

報をユーザー間で相互に登録して，相互に利活用す

るためのシステムである．

さらに，国（府省庁等）からの地図情報をクリアリ

ングハウスに登録されたメタ情報を介して，取り込

むことができる機能を有している．この機能を活用

することで，国（府省庁等）からの地図情報だけで

なく，基礎自治体や隣接自治体，消防，警察，自衛

隊等の防災関係機関との地図情報の交換が可能とな

る．なお，SIP4D 利活用システムは，オープンソー

スの災害情報システムとして，改修を重ねながら，

随時，無償で提供されている 8）．

2018 年 7 月には，陸上自衛隊西部方面隊が主催す

る南西レスキュー 30 9），2018 年 11 月には，陸上自

衛隊東北方面隊が主催するみちのく ALERT2018 10）

において，SIP4D および SIP4D 利活用システムを活

用した実証実験を行い，災害情報の広域連携に関す

る有効性が確認されている．

2.3   ISUT と ISUT-SITE
災害時には，限られた時間とリソースの中で，国・

地方公共団体・民間の各関係機関が適切な役割分担

の下に連携して，迅速かつ効果的に対応にあたる必

要がある．このためには，各関係機関が保有する情

報を迅速に集約し，地図情報として体系的に把握で

きるようにすることが効果的である．こうした情報

の集約・地図化を，ICT を活用して迅速に行うこと

ができるよう，内閣府において ISUT を立ち上げた．

ISUT は，大規模災害時に被災地の入り，主に都

道府県の庁舎を拠点として，被災情報や避難所の情

報等を収集し，それらの情報を整理・地図化して提

供することで，各関係機関の災害対応を支援する

チームである．ISUT の目指す姿を，図 4 に示す．

ISUT の構成員は，内閣府および防災科研の研究

者を基本とし，必要に応じて民間事業者を追加して

いる．平成 30 年度から試行的に運用し，平成 31 年

度から本格運用が始まった．これまでの ISUT の主

な活動実績は，表 1 に示すとおりである．

ISUT は，災害ごとに，ISUT-SITE（アイサット・

サイト）と称する情報共有のための Web サイトを開

設し，災害対応を行う関係機関に地図情報の提供を

行っている．ISUT-SITE は，ID とパスワードでアク

セス制限され，原則として，被災都道府県・市町村

の各部局，被災都道府県の災害対策本部で活動して

いる関係機関（各省リエゾン，実動部隊，応援地方

公共団体職員等），中央省庁および指定公共機関に

配布している．

なお，一般公開可能な情報については，国民への

適切な情報提供の観点から，防災科研の HP「防災科

研クライシスレスポンスサイト（NIED-CRS）」（令和

3 年 3 月 18 日より「防災クロスビュー：bosaiXview」

に名称変更）11）において，ISUT-SITE と同様のユー

ザーインターフェースで公開している．

ISUT-SITE の画面は，図 5 に示すとおりである．

なお，ISUT-SITE で共有される具体的な情報につい

ては，伊勢ら 12）において，令和元年台風第 15 号（房

総半島台風）および台風第 19 号（東日本台風）の事例

が示されている．

表 1 ISUT の活動実績

Table 1 ISUT activity record.
年度 災害名称 活動場所 活動期間

平成

30 年度

大阪府

北部地震

大阪府庁 H30.6.18 
～ 6.21

平成 30 年

7 月豪雨

広島県庁 H30.7.7 
～ 8.6

平成 30 年

北海道胆振

東部地震

北海道庁 H30.9.6 
～ 9.28

令和

元年度

令和元年 6 月

下旬からの大雨

鹿児島県庁 R1.7.4 
～ 7.5

令和元年 8 月

の前線に伴う大雨

佐賀県庁 R1.8.28 
～ 9.4

令和元年

房総半島台風

（台風第 15 号）

千葉県庁 R1.9.10 
～ 10.3

令和元年

東日本台風

（台風第 19 号）

宮城県庁

福島県庁

栃木県庁

埼玉県庁

千葉県庁

長野県庁

R1.10.13 
～ 11.15

令和

2 年度

令和 2 年 
7 月豪雨

熊本県庁

鹿児島県庁

R2.7.4
～ 8.7

（令和 3 年 3 月 31 日現在）
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図 4 ISUT の目指す姿 4）

Fig. 4 ISUT's future image.

図 5 ISUT-SITE の画面（令和元年東日本台風の事例）

Fig. 5 ISUT-SITE screen (Case of Typhoon Hagibis (TY1919) in 2019).
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2.4   沖縄県防災情報システム

沖縄県では，災害発生時において，迅速かつ正確

な情報収集を行い，県全体の被害状況を視覚的に把

握，共有することで効率的でスムーズな災害対応を

実現することを目的に，沖縄県防災情報システムを

運用している．現行のシステムは，平成 26 年度に

構築，平成 27 年度より運用が開始された．

沖縄県防災情報システムの基本画面を図 6 に示

す．

• 避難準備情報，避難勧告，避難指示

• 避難所開設情報

• 被害情報

• お知らせ

 z L アラートへの情報配信

 避難所開設情報等を，L アラートに配信する．

3. 実証実験 の目的

今回の実証実験では，沖縄県防災情報システムと

SIP4D を連接するとともに，陸上自衛隊第 15 旅団

（以下，自衛隊）が，SIP4D 利活用システムから入力

した被害情報等を SIP4D に提供し，ISUT-SITE 上で，

沖縄県からの情報と自衛隊からの情報の統合管理を

実現することを目的とする．

実証実験の全体概要を図 7 に示す．

沖縄県側においては，訓練を実施した令和 3 年 2
月の段階では，沖縄県防災情報システムから SIP4D
へのアップロードしか連接されておらず，自衛隊か

ら提供された被害情報は，ISUT-SITE を閲覧するこ

とによって，沖縄県側も把握することができる．

自衛隊側においては，自衛隊の独自システムを

SIP4D に連接することは，自衛隊の主たる任務であ

る国防上の観点から，将来にわたり困難であるとの

認識から，SIP4D 利活用システムが防災科研から供

給されたという想定で，自衛隊の掌握した各種情報

を第 15 旅団司令部が取りまとめたうえで，SIP4D
利活用システムに入力することとした．

なお，本実証実験の対象とした情報項目，および

連接のために実施したシステム改修等については，

次章に詳述する．

4. 連接する情報項目およびシステム改修等

4.1   沖縄県防災情報システムと SIP4D，および ISUT-
SITE の連接

（1） 情報項目

今回の実証実験において，沖縄県防災情報システ

ムから SIP4D へ自動連接（提供）を図る情報項目は，

避難所情報のみとした．避難所情報とは別に，災害

発生時に ISUT との連携強化を目的として，市町村

から沖縄県防災情報システムに登録される被害情報

を沖縄県職員が手動によりエクスポートして，電子

メールで ISUT に送付し，ISUT が ISUT-SITE に手

動登録する訓練も実施した．

図 6 沖縄県防災情報システムの基本画面

Fig. 6  Basic screen of Okinawa Pref. disaster information 
system.

沖縄県防災情報システムの主な機能を以下に列挙

する．

 z 気象情報の集約

 気象台からの情報を一元的に管理し，県内の各

市町村へ共有する．

 z 被害情報の集約

 県および県内の各市町村が入力した被害情報を

一元的に管理し，県内の各市町村へ共有する．

 z 画像情報

 画像をアップロードし，現場の状況を把握する．

 z 地図情報

 注意報，警報以外に，被害情報や避難情報を地

図上に表示し，状況を一目で把握できるように

整理する．

 z 沖縄県防災情報ポータル

 以下の情報を住民，観光客，外国人やマスコミ

等へ広く発信する．

• 気象警報，注意報

• 地震，津波情報

• 国民保護情報
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SIP4D および ISUT-SITE から沖縄県防災情報シ

ステムへの自動連接（取得）については，沖縄県が次

年度から防災情報システムの更新を予定しているこ

とから，今回の実証実験での検証は行わず，ISUT-
SITE を閲覧することで，自衛隊からの情報と沖縄

県防災情報システムから提供された情報を統合的に

把握することとした．

沖縄県防災情報システムと SIP4D および ISUT-
SITE の連接を図った情報項目を表 2 に示す．

（2） システム改修等

沖縄県防災情報システムと SIP4D との自動連接の

ための改修は，沖縄県防災情報システムのベンダー

である日本電気株式会社（NEC）と SIP4D のベンダー

である日立製作所によって実施された．

システム連接の詳細については，民間企業の技術

情報が含まれるため，本稿では非公開とする．

図 7 実証実験の概要図

Fig. 7 Schematic diagram of the demonstration experiment.

表 2 沖縄県防災情報システムと連接した情報項目

Table 2 Information items linked to the Okinawa Prefecture 
disaster information system.

情報の流れ 形態 情報項目 主たる属性

提供

（県⇒ SIP4D）

自動 避難所情報 位置情報

施設名称

開設情報

避難者数

手動 被害情報 位置情報

被害情報

対応情報

取得

（SIP4D ⇒県）

― なし ―
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4.2   SIP4D 利活用システムと SIP4D，および ISUT-
SITE の連接

（1） 情報項目

自衛隊に提供した SIP4D 利活用システムから

SIP4D へ自動連接（提供）を図る情報項目は，被害情

報，交通規制情報，生活支援情報とした．SIP4D お

よび ISUT-SITE から SIP4D 利活用システムへの自

動連接（取得）については，沖縄県防災情報システム

が提供した避難所情報の他，解析雨量等の平常時か

ら SIP4D で共有されている情報についても取得し

た．

提供／取得ともに，那覇駐屯地内より，陸上自衛

隊第 15 旅団司令部の自衛官が入力作業を行った．

なお，今回の実証実験において，那覇駐屯地で用い

た PC および Wi-Fi は防災科研より貸与（防災科研が

リースしたものを貸与）したものを用いた．

（2） システム改修等

今回の実証実験が実施された 2021 年 2 月の時点

では，SIP4D 利活用システムは，SIP4D の正規の連

接フォーマットである SIP4D-ZIP （1）には，対応して

いなかった．これは，SIP4D-ZIP がこれまでの研究

開発を踏まえて，2020 年に整備されたフォーマット

であるためであり，SIP4D 利活用システムは，2021
年 4 月末までに SIP4D-ZIP への対応改修を完了する

予定である．

このため，今回の実証実験においては，SIP4D 利

活用システムが従来から装備している WMS，WFS
を用いて，SIP4D および ISUT-SITE への自動連接（提

供）を行った．SIP4D 利活用システムは，GeoJSON
による情報提供も可能であるが，GeoJSON の場合

は，情報を受ける ISUT-SITE 側で，情報が更新され

るたびに読み込み作業が発生するため，今回の実証

実験では，WMS でイメージを提供し，WFS で属性

情報を提供することとした．なお . これらの WMS，
WFS 情報は，配信元において更新がなされた場合，

受信側である ISUT-SITE 上の表示情報もリアルタイ

ムで自動更新される形態となっている．また，自衛

隊側から配信された各種被害情報等を，ISUT-SITE
上で沖縄県が収集した被害情報と統合管理し，重ね

て表示させることが可能である．これによって，県

単体で収集を行った情報のみを閲覧する場合と比

べ，県内の被害情報がより網羅的に確認することが

可能となった．

また，SIP4D からの情報取得については，表 3 に

あるよう，SIP4D 上に存在している情報を SIP4D 利

活用システムの情報取得機能を用いて取得した．な

お，これらの情報は配信元において更新がなされた

場合，受信側である SIP4D 利活用システム上の表示

情報もリアルタイムで自動更新される形態となって

いる．この点に関しても，上述と同様に網羅性向上

が SIP4D 利活用システム側において可能となった．

SIP4D 利活用システムと SIP4D，および ISUT-
SITE のシステム連接および情報の流れを図 8 に示

す．

5. SIP4D 利活用システムの操作説明会

実証実験に先立ち，SIP4D 利活用システムを用い

て情報入力を行っていただく自衛隊に対して，シス

テム操作説明会を実施した．

システム操作説明会は，陸上自衛隊那覇駐屯地の

一室において実施し，陸上自衛隊第 15 旅団司令部

の自衛官が参加した．なお，システム操作説明会に

用いた PC および Wi-Fi は防災科研より貸与（防災科

研がリースしたものを貸与）した．

表 3 SIP4D 利活用システムと連接した情報項目

Table 3 Information items linked to NIED-DISS (NIED 
Disaster Information Sharing System).

情報の流れ 形態 情報項目 主たる属性

提供

（自衛隊 
  ⇒ SIP4D）

自動 被害情報 位置情報

被害情報

対応情報

自動 交通規制情報 位置情報 
（区間情報）

自動 生活支援情報 位置情報

種別

  ・給水

  ・給食

  ・入浴

取得

（SIP4D ⇒ 
  自衛隊）

自動 
※

避難所情報

（県提供）

位置情報

施設名称

開設情報

避難者数

自動 
※

被害情報

（県提供）

位置情報

被害情報

対応情報

自動

※

解析雨量など，SIP4D で共有さ

れる各種基本情報

  ※データ取得のための操作をともなう．
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操作説明会の概要を表 4 に，操作説明会の様子を

写真 1 および添付資料 2-1 に示す．また，操作説明

会に用いた資料を添付資料 1-1 および 1-2 に示す．

6. 連接実証実験

6.1   連接実証実験の概要

2021 年 2 月 4 日（木），主催者である沖縄県の他に，

沖縄県防災情報システムへの情報入力を行う県内 9
市村の参加，さらには，SIP4D の機能を確認するた

めに自衛隊の協力のもと，沖縄県 SIP4D 連接実証実

験が実施された．沖縄県 SIP4D 連接実証実験の概要

を表 5 に示し，SIP4D 利活用システムおよび ISUT-
SITE のスクリーンショットを添付資料 2 に，実験

当時の県庁および基礎自治体の入力の様子を添付資

料 3-1 および 3-2 に示す．

図 8 実証実験における情報の流れ

Fig. 8 Information flow in demonstration experiments.

表 4 SIP4D 利活用システムの操作説明会の概要

Table 4 Overview of NIED-DISS (NIED Disaster 
Information Sharing System) operation briefing 
session.

内　容

日時 2020 年 12 月 17 日（木）13:30 ～ 15:00
場所 陸上自衛隊那覇駐屯地

参加者 陸上自衛隊第 15 旅団司令部の担当者

備考 ・ 添付資料 1-1 および 1-2 に沿って，SIP4D
利活用システムの基本機能を説明しなが

ら，入力作業を実習により習得する．

写真 1 SIP4D 利活用システムの操作説明会の様子

Photo 1 State of NIED-DISS (NIED Disaster Information 
Sharing System) operation briefing session.

表 5 沖縄県 SIP4D 連接実証実験の概要

Table 5 Overview of demonstration experiment of 
SIP4D connection in Okinawa prefecture.

内　容

日時 2021 年 2 月 4 日（木）10:00 ～ 12:00
場所 沖縄県庁，各市役所／町役場／村役場， 

陸上自衛隊那覇駐屯地

参加者 沖縄県（主催），宜野湾市，浦添市，沖縄市，

うるま市，北谷町，読谷村，恩納村，北中城村，

宮古島市

陸上自衛隊第 15 旅団司令部

備考 ・ 県と市は県庁および各市役所から沖縄県防

災情報システムに情報入力

・ 自衛隊は，那覇駐屯地から SIP4D 利活用シ

ステムに情報入力

・ 沖縄県，宜野湾市，浦添市，宮古島市に対

してインタビュー調査を実施
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6.2   検証項目

実証実験に臨むにあたり 5 つの目標を設定した．

① 沖縄県防災情報システムで集約された避難所情

報（避難所の開設情報や避難者数）を，CKAN（2）
を介して ISUT-SITE で閲覧できる．

② 沖縄県防災情報システムで集約された避難所情

報（避難所の開設情報や避難者数）を，CKAN を
介して自衛隊の SIP4D 利活用システムに取り込

める．

③ 沖縄県防災情報システムで集約された被害情報

（津波被害や道路の損傷個所）を，CKAN を介し

て ISUT-SITE で閲覧できる．

④ 沖縄県防災情報システムで集約された被害情報

（津波被害や道路の損傷個所）を，CKAN を介し

て自衛隊の SIP4D利活用システムに取り込める．

⑤ 自衛隊の SIP4D 利活用システムに入力された被

害情報を，ISUT-SITE で閲覧できる．

上記の目標に沿って，次節に検証結果を示す．

6.3   検証結果

前節 6.2 に示した 5 つの目標ごとに検証結果を示

す．

① 沖縄県防災情報システムで集約された避難所情

報（避難所の開設情報や避難者数）を，CKAN を

介して ISUT-SITE で閲覧できる．

検証結果：未達成

市町村職員が沖縄県防災情報システムに入力した

情報がデータ内のプログラム不良，および FTP URL
の誤りがあったため SIP4D および CKAN に自動登

録されなかった．このため，沖縄県職員が，沖縄県

防災情報システムから避難所情報を CSV でエクス

ポートして，防災科研職員にメール送付し，手動に

より CKAN および ISUT-SITE に登録した．

② 沖縄県防災情報システムで集約された避難所情

報（避難所の開設情報や避難者数）を，CKAN を
介して自衛隊の SIP4D 利活用システムに取り込

める．

検証結果：未達成

上記①に示したように CKAN への自動登録がで

きなかったため，自衛隊の SIP4D 利活用システムへ

の取り込みができなかった．このため，上記①に示

したように，防災科研職員が手動で CKAN に登録

したことで，自衛隊の SIP4D 利活用システムに取り

込むことが可能となった．

③ 沖縄県防災情報システムで集約された被害情報

（津波被害や道路の損傷個所）を，ISUT-SITE で
閲覧できる．

検証結果：達成

④ 沖縄県防災情報システムで集約された被害情報

（津波被害や道路の損傷個所）を，CKAN を介し

て自衛隊の SIP4D利活用システムに取り込める．

検証結果：達成

⑤ 自衛隊の SIP4D 利活用システムに入力された被

害情報を，ISUT-SITE で閲覧できる．

検証結果：達成

上記の検証結果から，沖縄県防災情報システムか

ら SIP4D および CKAN に反映される避難所のデー

タに課題があることが判明した．なお，未達となっ

た上記①および②については，令和 3 年 3 月末まで

に改修が行われた．

6.4   インタビュー調査

沖縄県 SIP4D 連接実証実験の後，連接による効果

検証を目的として，沖縄県および陸上自衛隊第 15
旅団の防災担当者に対してインタビュー調査を実施

した．さらに沖縄県防災情報システムに被害情報な

どを入力する立場である宜野湾市，浦添市，宮古島

市の防災担当者に対しても，基礎自治体の立場から

SIP4D との連接の効果について，インタビュー調査

を実施した．各機関に対するインタビュー調査の様

子を添付資料 3-3 に示す．

インタビュー調査は，半構造化インタビューとし，

あらかじめ質問する内容を決めておくが，被験者の

発話に応じて質問を変更し，発話者の意見を自由に

発言していただくことで，発話者の感じていること

を柔軟に聴取することを心掛けた．インタビュー調

査の概要を表 6 に示し，各機関の発話を項目ごとに

整理する．

（1） SIP4D 連接のメリットや期待すること

 ¾ 被害情報などについて，自衛隊からの情報と重

ねて表示できることは非常に有効であると思

う 補足）．（沖縄県）注 1

 ¾ 支援物資についても SIP4D で管理できるように

なれば非常に良い．物資管理のすべてが出来な

くとも，物資の所在（拠点における物資量）だけ

でもわかると有効だと思う．（沖縄県）

補足： 当該訓練では，沖縄県防災情報システムへのダウンロード

は実施していないため，県職員は ISUT-SITE において重ね

合わせた画面を閲覧した．
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 ¾ 道路情報や河川情報等，県の内部でもシステム

連接ができていない場合や，県が情報システム

を持っていない場合がある．こうした情報項目

について，県内の情報共有についても期待でき

る．（沖縄県）

 ¾ 救助した住民を搬送する場所など，被災地の活

動に関して，自治体との情報共有ツールとして

期待できる．（自衛隊）

 ¾ 災害情報の標準化が進み，“ワンオペ”で各機関

に情報共有できるのであれば，市町村としても

ありがたい．（宜野湾市）

 ¾ 沖縄県防災情報システムに入力することで，実

動機関等の他機関にも伝わるのは非常に心強い．

このシステムに入力すれば関係機関が見てくれ

るのであれば，優先的に活用したいと思う．（浦

添市）

 ¾ 鹿児島県など，他県の情報も分かるのであれば，

支援活動にも使えるように思う．（浦添市）

 ¾ 県のシステムが SIP4D と連接して，国の各機関

に即座につながるというのは，基礎自治体にとっ

ても安心につながる．（宮古島市）

（2） SIP4D 連接に関する改善点

 ¾ ISUT-SITE の動きについて，もう少し早く読み

込めるものと期待していた．データ容量の問題

だと思うが，もう少し軽快に閲覧できればさら

に良い．（沖縄県）

 ¾ L アラートや消防庁など，国主導の別のシステ

ム整備の話も聞く．国として統一してもらいた

い．（沖縄県）

（3） 沖縄県防災情報システムについての感想等

 ¾ 次年度以降にシステム更新を計画しており，

SIP4D からのダウンロード機能も搭載する予定

である．自衛隊などからの情報を取得し，重ね

られることは有効である．（沖縄県）

 ¾ 道路の管理システムについては，沖縄県は土木

建設部も保有していない．県の土木建設部が国

（沖縄総合事務所）に MS-Excel ファイル（テキス

ト情報）等を送付しているものを，危機管理課も

受領しているに過ぎない．（沖縄県）

 ¾ 河川の情報に関しては，県のシステムがあり，

国にシステム連接されている．（沖縄県）

 ¾ 実際に大きな災害に見舞われたことがないため，

現状で活用できる機能が限定的であるし，入力

作業を熟知している職員も限られている．（宜野

湾市）

 ¾ 市の立場からは，未確定情報などもあるので，

非公開の情報も管理ができ，公開範囲を制限で

きる機能があれば，市としての情報管理ツール

としても活用することが可能となり，活用が促

進されると思う．（浦添市）

 ¾ 入力した情報に対する対応状況（既読の明示，対

応の進捗状況など）が分かれば，入力した側の安

心感につながる．（浦添市）

 ¾ L アラートの連接部分において，入力した情報

がどこに伝達されるか不明な点が多く，積極的

な入力を控える場合がある．（浦添市）

 ¾ 令和 3 年 3 月現在，独自の防災情報システムを

構築中であり，災害時の情報等について県シス

テムとの連携が出来ることが望ましい．（宮古島

市）

 ¾ 災害情報には不確定な情報や，県に報告する必

要のない情報も含まれているため，市の新シス

テムにおいて情報管理を行った上で，県システム

へ情報配信が出来ることが望ましい．（宮古島市）

表 6 インタビュー調査の概要

Table 6 Overview of interview survey.

内　容

対象機関

（実施日）

・ 沖縄県危機管理課（2021/2/4）
・ 陸上自衛隊第 15 旅団司令部 3 部

（2021/2/4）
・ 宜野湾市総務部市民防災室（2021/3/8）
・ 浦添市総務部総務課防災危機管理室

（2021/3/8）
・ 宮古島市総務部防災危機管理課

（2021/3/9）
実施場所 ・ 各機関の庁舎

・ ただし，宮古島市のみ新型コロナウイ

ルス感染拡大対策のため，Web 会議

（ZOOM）による実施

調査形式 ・ 半構造化インタビュー

主な

質問事項

・ SIP4D 連接のメリットや期待すること

・ SIP4D に関する改善点

・ 沖縄県防災情報システムについての感

想等

・ その他，各機関の防災情報課題など

備考 ・ 宜野湾市，浦添市，宮古島市に対して

は，SIP4D の概要について説明した後，

インタビュー調査を実施した．
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（4） その他，各機関の防災情報課題など

 ¾ 情報項目の様式など，少なくとも国が必要とす

る情報については，国がルールを決めて提言し

てもらいたい．（沖縄県）

 ¾ SIP4D との連接が進めば，国へのメールやファッ

クスによる報告は縮小してもらいたい．（沖縄県）

 ¾ 自衛隊からの情報共有（提供）については，基本

的に司令部で集約された情報を自治体などの外

部に提供するので，SIP4D 利活用システムの ID
としては，当面は司令部の ID があれば良い．（自

衛隊）

 ¾ SIP4D 利活用システムの改善点として，被害箇所

の番号や入力者の情報は自動的に入力できるよ

うにして欲しい．特に，入力者情報は情報精度の

確認等のために重要な情報であるので簡易かつ

確実な入力ができるようにして欲しい．（自衛隊）

 ¾ UTM 座標による入力を簡便化してもらいたい．

（自衛隊）

 ¾ 入力時の Window の最下段にある「添付」のボタ

ンが大きすぎて誤操作しやすい．（自衛隊）

 ¾ 独自にシステムを保有している自治体にとって

は，県のシステムと独自システムの両方に入力

する必要が生じるようでは困る．（宜野湾市）

 ¾ 台風が来襲する機会が多いため，システムの操

作をする機会はたくさんあると思う．（宜野湾市）

 ¾ 防災関係のシステムが各省庁で数多く構築され

ており，宜野湾市では，パスワードを MS-Excel
で管理しているほどである．SIP4D で一般化（統

一）していただければ，基礎自治体としては非常

にうれしい．（宜野湾市）

7. おわりに

本稿では，沖縄県防災情報システムと SIP4D の連

接に関する実証実験において，SIP4D 利活用システ

ムを用いて自衛隊から共有される情報との統合管理

を実現し，その効果と課題を検証した．

また，こうした取り組みについて，県の防災情報

システムへの情報入力を担う基礎自治体の立場から

SIP4D との連接について意見を聴取した．

その結果，SIP4D による情報共有が，都道府県（本

稿の場合，沖縄県）のみならず，基礎自治体にとっ

ても有効であると捉えられていることが明らかに

なった．

補足

（1） SIP4D-ZIP：SIP4D との連接を図る各システムが

データの授受に用いるフォーマット．属性を柔

軟に変更できることが特徴．国立研究開発法人 
防災科学技術研究所が管理しており，2021 年 3
月現在は，SIP4D との連接を希望する都道府県

や府省庁など配布先を限定しているが，2021 年

5 月頃に公開予定．SIP4D では，複数組織から

提供される同種の情報（例：都道府県の避難所，

道路など）や，災害時に突発的に生じる情報ニー

ズに対応するために，SIP4D-ZIP という共通デー

タ表現形式（データフレームワーク）を提案し

ている．地理空間データ（ベクターデータ）につ

いては，一般的な形式である GeoJSON を採用

しつつ，地物の属性項目についてはデータ提供

者による任意の属性項目の定義が可能な仕様に

なっている．これにより，各組織における属性

項目の変更があっても，情報構造定義ファイル

の修正により変更を吸収し，利用者側システム

への影響を最小限に留め，継続的に災害情報を

利用できるように配慮している． 
（2） CKAN：代表的なデータカタログソフトウェア

の 1 つ．CKAN はオープンソースであり，ロー

カライズ機能も備えており，日本語表示にも

対応しているため，政府や自治体などが公開

するオープンデータの管理によく用いられる．

SIP4D で共有される様々な情報も CKAN に対応

している．https://ckan.org/（2021年3月1日参照）．
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要　旨

本稿では，2021 年 2 月 4 日に実施した沖縄県 SIP4D 連接実証実験について報告する．この実験は，

沖縄県防災情報システムを，SIP4D（基盤的防災情報流通ネットワーク）に対して，避難所情報をアッ

プロードできるように改修した結果を検証することを目的としている．さらに，防災科研が開発した

SIP4D 利活用システムを用いて，陸上自衛隊第 15 旅団からの被害情報を SIP4D に提供し，ISUT-SITE
上で，自治体からの情報と自衛隊からの情報が統合管理することが可能であることが確認された．実証

実験の後，沖縄県と 3 つの基礎自治体および自衛隊にインタビュー調査を行い，こうした災害情報の統

合管理の有効性について確認した．

キーワード：SIP4D，ISUT-SITE，SIP4D 利活用システム，自衛隊，統合管理
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添付資料 -1

システム操作説明会資料

添付資料 1-1： 災害対応業務支援サイト ～ SIP4D 利活用システム～

 操作手順書（西部方面隊用）

添付資料 1-2： 操作説明シナリオ
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添付資料 1-1：

災害対応業務支援サイト～ SIP4D 利活用システム～

操作手順書（西部方面隊用）
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添付資料 1-2：

操作説明シナリオ
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添付資料 -2

システムのスクリーンショット
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陸上自衛隊第 15 旅団司令部が用いた SIP4D 利活用システム（本島南部）

交通規制情報や被害情報が入力されている．

陸上自衛隊第 15 旅団司令部が用いた SIP4D 利活用システム（本島全域）

交通規制情報や被害情報が入力されている．
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沖縄県防災情報システムからの情報と自衛隊からの情報が統合管理されている ISUT-SITE（本島全域）

沖縄県防災情報システムからの情報と自衛隊からの情報が統合管理されている ISUT-SITE（宮古島）

宮古島市が沖縄県防災情報システムに入力した情報も反映されている．
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添付資料 -3

写真集

添付資料 3-1： システム操作説明会（駐屯地）の写真

添付資料 3-2： SIP4D 連接実証実験（当日）の写真

添付資料 3-3： インタビュー調査の写真
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添付資料 3-1： システム操作説明会（駐屯地）の写真

システム操作説明会の様子

（陸上自衛隊 那覇駐屯地，2020/12/17 撮影）
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添付資料 3-2： SIP4D 連接実証実験（当日：2021/2/4）の写真

沖縄県庁の様子 浦添市役所の様子

宜野湾市役所の様子 宮古島市役所の様子
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添付資料 3-3： インタビュー調査の写真

浦添市役所へのインタビュー調査の様子（2021/3/8 撮影）

宜野湾市役所へのインタビュー調査の様子（2021/3/8 撮影）

宮古島市役所へのインタビュー調査の様子（2021/3/9 撮影）


