
第 1編  基本編

基本編は、本計画の総則と基本方針である。





第 1章 総 則

第 1節 的

本計画は、災害対策基本法 (昭和 36年法律第 223号)第 42条の規定に基づき、中城村
の地域に係わる災害射策に関する事項を定めるものである。このため、村域における防災
に関し、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧 。復興の各段階において、総合的かつ計
画的な防災行政の整備及び推進を図り、村民の生命、身体及び財産を災害から保護するこ

とにより、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

なお、本計画の構成、対象災害は次のとお りである。

(1)基本編

基本計画の目的、想定する災害、防災関係機関等の役割分担、防災対策の基本方針及
び計画の見直し・推進体制等の基本事項

(2)地震・津波編

地震・津波に関する予防計画、応急対策計画及び復旧・復興計画

(3)風水害等編

台風や大雨による洪水 。高潮・土砂災害・風害、大規模火災、林野火災、危険物等災

害、不発弾等災害、道路事故災害、航空機事故災害及び海上災害に関する予防計画、応

急対策計画及び復旧・復興計画
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第 2節  用語

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによ
るものとする。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

災害対策基本法

災害救助法

県防災計画

村防災計画

県  本  部

現 地 本 部

地 方 本 部

村  本  部

現地本部長

地方本部長

村 本 部 長

災害対策基本法 (昭和 36年法律第 223号)をい う。

災害救助法 (昭和 22年法律第 118号)をい う。

沖縄県地域防災計画をい う。

中城村地域防災計画をい う。

沖縄県災害対策本部をい う。

沖縄県現地災害対策本部をい う。

沖縄県災害対策地方本部をい う。

中城村災害対策本部をい う。

沖縄県現地災害対策本部長をいう。

沖縄県災害対策地方本部長をいう。

中城村災害対策本部長をい う。
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第 3節  中城村の概況

1 自然条件

1)位置

中城村は、沖縄本島中部にあって、那覇市から北東へ 16kmの北緯 26度 5分、東経

127度 48分に位置し、西は宜野湾市、南は西原町、北は北中城村と接している。東は中

城湾に面し、村の中央を南北に小起伏の丘陵が走り、南に糸蒲山、中央に上武当岳、北

に台城岳が位置している。南北に 7.5km、 東西に 3.5kmの長方形をなし総面積 15.46km2

である。

／
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2)地形

中城村の地形は大別 して平坦部、斜面部、台地部の二つで形成 され、地質は古い順

から島尻層群、那覇石灰岩及び沖積層の三種類からなる。中城村の地形は、海側から

国道 329号までは比較的平坦であるが、国道 329号から西側には、標高 120m以 上、比

高 100m以上の斜面が連続 し、中城湾に面した東側斜面の大半が地すべ り危険箇所 とさ

れている。

図 中城村の地形
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3)気候

中城村 (沖縄県)は、亜熱帯海洋性気候に属してお り、一年中気候の寒暖差が少なく、

年平均気温は約 23度 と全国と比較 して高い値 となつている。春から夏に代わる時期に

本土の 「梅雨」にあたる 「小満亡種 (ス ーマンボースー)」 と呼ばれる沖縄独特の雨期

(5月 ～6月 )が あり、梅雨開けと共に本格的な夏が訪れ台風期に入る。このことから、

全国と比較 しても降水量が多くなっている。

表 降水量と気温の平年値 (那覇 )

表 沖縄県への台風接近数の平年値 (1981～ 2010年 )

気圧(hPa

降水量

(mm)
気温(℃ )

風向・風速

(m/s)

日照

現 地 海面

月

平 均 平 均

合 計 平 均 最高 最低 平 均
平 均

風 速

最多

風向

時間

(h)

統計

期間

1981´Ψ

2010

1981-

2010

1981´ψ

2010

1981´V

2010

1981'W

2010

1981′Ψ

2010

1981´Ψ

2010

1981'Ψ

2010

1981´Ψ

2010

1981´Ψ

2010

資料

年数
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

10145 10205 1070 170 195 146 67 54 北北東 942

10134 10194 1197 171 198 148 70 53 】ヒ 871

10113 10172 1614 189 21 7 165 73 52 封ヒ 1083

10087 10146 1657 214 241 190 76 51 東南東 1238

10054 10112 2316 240 267 218 79 50 東 1458

10030 10087 2472 268 294 248 83 54 南南西 1636

10029 10086 1414 289 318 268 78 53 南東 2388

10012 10069 2405 287 315 266 78 52 南東 2150

10038 10095 2605 276 304 255 76 54 東南東 1889

10 10083 10141 1529 252 279 231 71 54 北北東 1696

11 10121 10180 1102 221 246 199 69 55 北北東 1230

12 10145 10205 1028 187 212 163 66 52 北北東 1156

年 10083 10141
2040

8

231 257 208 74 53 北北東 17740

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

0.0 0.4 0.6 1.4 22 1.7 0.9 0.3 0.1 74
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2 社会条件

1)人 口

中城村の総人口は平成 15年から平成 23年にかけて約 2,500人増加 している。世帯数

についても同様に約 1,500世帯増加している。年齢別人日の推移をみると、年少人口が

若干の増加傾向を示し、老齢人口に若干の減少傾向がみられるものの、平成 15年～平

成 23年における年齢別人口の割合に大きな変化はみられない。

― 中城村 世帯数 B― 中城村 総数 ‐ 全国人口
(人 、世帯)

30,000
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15,000

10,000

5,000

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

Olも

12,777 12,790 12,803 12,808 12,803 12,807 12,780~

(万人)

13,000

100,l

12,500

17,G3G
12,000

15,006 15,270  15,565 15,928 16,252  16,470 16,889  17,144

11,500

11,000

4,978   5,138   5,381 5,552 5,728  5,876   61080 0,247   6.534

10,500

10,000

H16   H17   H18   Hヽ 9   H20   H21   H22   H23

図 中城村における人日、世帯数の推移

資料)住民基本台帳 (各年 3月 末)、 統計局 HP人 日推計
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20%

■年少人口(0～ 14)

40%          601`

■生産年齢人口(15～ 64)

801も

日老齢人口(65～ )

図 中城村における年齢別人口比率の推移

資料)住民基本台帳 (各年 3月 末 )
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中城村の字別人口をみると、南上原に約 25%の人口が集中している。

■字伊集

■字浜

B字泊

■字和宇慶 ■字南浜

■字安里 B字当間

■字久場  字登叉

■字北浜

■字屋宣

出字新垣

804  8生 4
4.5% 4.6%

865

49%

■字津覇 ■字奥間

■字添石 田字伊舎堂

ぅ字北上原 字南上原

807
4.6%

1000人   4.8%

500人

866
4,9%

232

13%

3.0%

460
26%

747

42%

575

33%

877 2,3%
5.0%

43%

250人

2.4%

51 0   11XX1   150酌

図 中城村の字別人口

資料)国勢調査 (平成 22年 )

基本編―第 1章―第 3節 -5



2)土地利用の現況

中城村の土地利用状況をみると、中城村の土地面積の大半を耕作地、植林地等が占

めてお り、低地においては国道 329号沿いに、高地では琉球大学周辺や県道付近に一

般住宅地域や商業地区等が位置 している。中城村の地 目をみると、中城村の土地面積

の 5割以上を畑、原野が占めてお り、宅地及び雑種地が 2割程度、その他が 3割程度 と

なつている。

500   0   51)0  1000 1500  2000

図 中城村土地利用現況

資料)土地利用現況図 (沖縄県企画部土地対策課 平成 21年 )
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第 4節  災害の想定

本計画は、中城村の気象、地勢及び地質等の地域特性によつて起こる災害を検討 した結

果、次に掲げる規模の災害を想定の基本 として策定した。

ただし、平成 23年に発生した東北地方太平洋沖地震、1771年の人重山地震津波の教訓
から、歴史に学ぶ最大クラスの地震 。津波からの避難についても、県内全域で可能な限り

対策を講 じる必要がある。

1 風水害

(1)台風

ア 昭和 32年台風第 14号 フェイ

襲来年月 日     昭和 32年 9月 25日 、26日

最大風速      47.0河 s(那覇 )

最大瞬間風速    61.4nh(那 覇 )

降水量       70。 7mm(那覇、25～ 26日 )

死傷者・行方不明者 198名 (う ち死者及び行方不明者131名 )

住宅全半壊     16,091戸
イ 第2宮古島台風 (昭和41年台風第18号  コラ)

襲来年月 日     昭和41年 9月 5日

最大風速      60.8m/s(官 古島)

最大瞬間風速    85。3m/s(宮 古島)

降水量       297.4mm(官 古島、3～6日 )

傷 者       41名
住宅全半壊     7,765戸

ウ 平成 15年台風第 14号 マエミー

襲来年月 日     平成15年 9月 10日 、11日

最大風速      38,4河 s(宮古島)

最大瞬間風速    74.lm/s(宮古島)

降水量       470.Omm(宮 古島、9～ 12日 )

死傷者       94名 (う ち死者 1名 )

住宅全半壊     102棟 (う ち全壊19棟 )

(2)地すべ り

発生年月 日     平成 18年 6月 10日

発生場所      沖縄県中頭郡中城村宇北上原及び安里地内

降雨状況      先行降雨量 533mm(5/1～6/9)
集中降雨量 88mm(6/10)

地すべ りの規模   平均高さ30m(最大 42m)、 長 さ約 335m
移動土量 約 34万m3 、地すべ り面積 5万 6千ポ

地すべ り幅 最大 260m
人的被害      なし

道路損壊      県道 35号線延長 140m、 村道坂田線延長 100m
(3)高潮 (浸水想定)

沖縄県に来襲する台風の特徴をもとに、大きな被害をもたらすおそれがある台風の経

路及び中心気圧 (最低中心気圧 870hPa)を想定 して、波浪と高潮による浸水区域を予

測 した。調査は平成 18年度に本島沿岸域を対象に実施 してお り、予測結果の概要は次
のとお りである。
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浸水予測対 象 想定台風の経路

本島南部では海岸に沿つて広がっている

低地、本島北部や周辺諸島では海岸や河

川に沿つて点在する低地が浸水。

本島沿岸域 ①沖縄本島西側を北上

②沖縄本島南側を西進
③沖縄本島東側を北上

高潮浸水想定の概要

高潮被害による建築被害

高潮の浸水域内人口 (高潮被害を受ける人口数 )

高潮被害による道路被害想定結果

高潮被害によるライフライン被害想定結果

(4)土砂災害 (危険箇所・区域 )

中城村には、がけ崩れ、土石流、地すべ りへの警戒避難等が必要な箇所が 25箇所存

在する。これらの土砂災害を想定し、以下の危険箇所 。区域を設定した。

村内の上砂災害危険箇所・区域設置状況

(注)土砂災

である。

行中のため、今後土砂災害危険箇所の数と同程度に増加する見込み区

構造物あり 構造物なし

床下浸水
市町村名

床上浸水 床下浸水 床上浸水
211 1,612 213中城村 1,612

市町村名 構造物あり 構造物なし
5,252中城村 5,270

構造物あり 構造物なし
市町村名

被害延長 m 延長区間 被害延長 m 延長区問

36.9 223中城村 36。9 223

構造物あり 構造物なし
市町村

名 上水道 下水道
都市

ガス
電 力 電話 上水道 下水道

都市

ガス
電 力 電話

0 0中城村 0 0 0 0 0 0

種  別 がけ崩れ 土石流 地すべり 合 計

11 10 30
土砂災害危険箇所

(国土交通省、平成 14年度)

9

土砂災害警戒区域

(国土交通省、平成 23年度 )

8 7 10 25
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風水害等被害想定

饉掘 土砂災害危険箇所

/ 土砂災害警戒区域

地すべり

Eコ 土石流

高潮想定範田

■■ Om～05m
O,5m-lm

lm～ 1.5m

1 5m-2m

■■ 2m～ 2.5m

■■ 25m～ 3m

Eコ 3m～ 3.5m

3 5m-4m

4m^,4.5m

4 5m-5冊

5m～
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2 地震及び津波の被害想定

本計画においては、沖縄県の地震防災・減災対策の数値 目標の基礎 となる大規模地

震・津波による物的 。人的被害量等をまとめた 「沖縄県地震被害想定調査」 (平成 21年
度)及び、沖縄県における最大クラスの地震・津波を想定した 「沖縄県地震被害想定調

査」 (平成 24年度)に基づき、被害の概要を以下にまとめる。

(1)想 定地震 「沖縄県地震被害想定調査」 (平成 21年度 )

沖縄県の陸地部及び周辺海域で発生するおそれがある地震から、次の 13の想定地

震を設定 した。想定地震の概要は次のとおりである。

なお、最大震度は 5つの内陸型地震すべてにおいて 6強で、海溝型は沖縄本島北方

沖が 5強、石垣島東方沖と与那国島南方沖が 6強 となり、その他は 6弱 と予測された。

地震 a津波被害予測の想定地震一覧

備  考
想定地震

(モデル名 )

タイプ
マグニ

チュード
ゆれ等の特徴 (予測最大震度 )

沖縄本島南西沖

(H9RF)
海溝型 7.8

平成 8年度地震被害想定調査の想定
「沖縄本島南西沖」と震度分布が近似

し、津波被害も発生(6弱 )

久米島南東沖 (C02E) 海溝型 7.8
座間味島・渡嘉敷島において震度が

3負い (6ヨ弓)

7.8
久米島・栗国島。渡名喜島・伊江島に

おいて震度が強い(6弱 )

久米島北方沖 (B04E) 海溝型

海溝型 7.8
伊平屋島。伊是名島。沖縄本島北部

において震度が強い (5強 )

沖縄本島北方沖

(C01W)

海溝型 7.8
官古島・池間島・大神島において震

度が強ヤヽ (6弓司)

宮古島東方沖 (C04W)

海溝型 7.8
石垣島・官古島。西表島・多良間島に

おいて震度が強い(6強 )

石垣島東方沖 (NMll)

石垣島南方沖 1(IM00) 海溝型 7,7
石垣島。西表島。竹富島・小浜島・波

照間島において震度が強い(6弱 )

与那国島南方沖

(GYAK)
海溝型 7.8 与那国島において震度が強い(6強 )

沖縄本島南部断層系 内陸型 7.0
沖縄本島南部において震度が強い

(6]負 )

平成 18・ 19

年度沖縄県

津波・高潮

被害想定調

査より

伊祖断層 内陸型 6.9
那覇市周辺において震度が強い

(6]虫 )

沖縄本島中南部において震度が強い

(6]虫 )

石川一具志川断層系 内陸型 6。9

内陸型 7.8
沖縄本島全域において震度が強い

(6強 )

沖縄本島直下プレー ト

内

宮古島において震度が強い (6強 )

平成 21年
度に新規設

定

官古島断層 内陸型 7.3
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(2) 予測項目・条件

予測する主な項目は、各々の地震による震度 (地震動 )、 液状化危険度、建築物被

害、出火 。延焼、人的被害、交通施設被害、ライフライン被害及び津波被害である。
なお、火災や人的被害に影響する発生の季節や時刻等は、次のように設定した。

ア 出火・延焼は、夏季及び冬季並びに昼及び夕方とし、危険度の高い時刻 (11～ 13

時及び 17～ 19時)を選定

イ 人的被害は、夏季及び冬季並びに昼間及び夜間とし、昼間一般に活動 している時

間帯と夜間自宅に居住する時間帯

ウ ライフライン (電力、通信施設等)の被害は、地震火災の影響が最も大きくなる

冬の夕方
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(3) 予測結果 (中城村 )
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0

0
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0

0

0

0
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0
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0
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0
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0
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停止
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0

0

ライフライン

断水
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1,044

0
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0
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0

0

0
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6

6
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0

23
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19

死者

3

1

1

1

0

0

0

0

4

6

3

11

0

人的被害

建築被害・火災等
消失

件数

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

つ
ね

1

3

0

出火・延焼被害

出火

件数半壊

2

0

0

0

0

0

0

0

津波

全壊

0

0

0

0

0

0

0

0

半壊

237

46

45

37

0

0

0

0

342

526

244

817

0

223

116

426

0

建築被害棟数

地震動・液状化

全壊

114

26

26

26

0

0

0

0

147

沖縄本島南西沖

(H9RF)
久 米 島 南 東 沖

(C02E)

久 米 島 北 方 沖

(B04E)

沖縄本島北方沖

(C01ヽ′V)

宮 古 島 東 方 沖

(C04VV)

石 垣 島 東 方 沖

(NMll)
石垣島南方沖 1

(IM00)

与那国島南方沖

(GYAK)
沖縄本島南部断

層系

伊祖断層

石川一具志川断

層系

沖縄本島直下プ

レー ト内

宮古島断層

想定地震

基本編―第 1章―第4節-6



(4)市町村一律の直下型地震について

(1)の 想定地震は、沖縄県において発生する可能性が高い地震等から設定したもので

あるが、地震の多い我が国では、どの地域においてもマグニチュー ド6.9程度の直下

型地震が起こりうる。

そこで、市町村の地震防災マップの作成等、全市町村の地震対策の基礎資料となる

ように、県下各市町村の直下でマグニチュー ド6。9の地震を想定 し、震度、液状化、

建物被害を予測 している。

3 津波の浸水想定「沖縄県地震被害想定調査」 (平成 21年度 )

沖縄県の避難計画等の基礎 となる津波の浸水想定区域、津波到達時間等について、「沖

縄県津波・高潮被害想定調査」 (平成 18・ 19年度)に基づき概要を以下にまとめる。

調査は、沖縄県に将来発生すると予想 される地震津波の波源を想定して、浸水区域等

を予測 した。想定モデル、予測結果等の概要は以下のとお りである。

津波被害による建築被害

津波被害による死者数

津波被害による負傷者数

津波被害による道路被害想定結果

津波被害によるライフライン被害想定結果

構造物あり 構造物なし

市町村名
全壊 半壊

床上

浸水

床下

浸水
全壊 半壊

床上

浸水

床下

浸水

中城村 0 2 89 71 2 91 83

構造物あり 構造物なし

市町村名 意識高

冬夜

意識高

夏昼

意識低

冬夜

意識低

夏昼

意識高

冬夜

意識高

夏昼

意識低

冬夜

意識低

夏昼

中城村 5
０
わ 6 2 5 2 6

構造物あり 構造物なし

市町村名 意識高

冬夜

意識高

夏昼

意識低

冬夜

意識低

夏昼

意識高

冬夜

意識高

夏昼

意識低

冬夜

意識低

夏昼

中城村 3 4 9 3 4 10

構造物あり 構造物なし
市町村名

被害延長 m 延長区間 被害延長 m 延長区間

中城村 5,0 27 5.3 29

構造物あり 構造物なし
市町村

名 上水道 下水道
都市

ガス
電 力 電話 上水道 下水道

都市

ガス
電 力 電話

中城村 0 0 0 0 0 0 0 0

基本編―第 1章―第 4節-7



対象地域波源位置 (モデル名 ) 断層モデル (深 さ、長さ、幅、傾斜角、すべ り量)

沖縄本島南束沖 (D01W) 正断層 ( 500m、 80km、 40km、 60° 、 4m)

逆断層 (10000m、 80km、 40km、 30° 、 4m)沖縄本島南西沖 (H9RF)

久米島南束沖 (C02) 正断層 (5000m、  80km、 40km、 60° 、 4m)

正断層 ( 5000m、  80km、 40km、 60°  、 4■1)久米島北方沖 (B04)

本島沿岸域

沖縄本島北方沖 (COl) 正断層 ( 500m、  80km、 40km、 60°  、 4■1)

正断層 ( 500m、  80km、 40km、  60°  、 4■1)宮古島東方沖 (C04W)

宮古島南束沖 (D06N) 正 断層 (10000m、  80km、 40km、 60°  、 4■1)

宮古島西方沖 (C05E) 正 断層 (  500m、  80km、 40km、  60° 、 4■1)

正断層 ( 500m、  80km、 40km、  60° 、 4Hl)石垣島東方沖 1(C06W)

石垣島束方沖 2(NMll) 正断層 ( 300m、 60km、 30km、 70° 、20m)

逆断層 (1000m、  40km、 20km、 70° 、20m)

地すべり(  Om、  15km、 10km、 70° 、90m)
石垣島南方沖 (IM00)

石垣島北西沖 (A08N) 正断層 ( 5000m、  80km、 40km、  60°  、 4Hl)

正断層 (5000m、  80km、 40km、 60° 、 4m)与那国島北方沖 (A01N)

宮古 。人重山

諸島沿岸域

与 那 国 島 南 方 沖

(GYAK)

逆断層 (2000m、 100km、 50km、 30° 、 5m)

津波浸水想定のモデルー覧

基本編―第 1章―第4節-8



地震 口津波被害想定

′ 土砂災害警戒区域

■■ 急傾斜地の出壊

津波想定範囲

■■ Om～ lm

lm～ 2m

2m～ 3m

3m～ 4m

■■ 4m～ 5m

日|1日  5m-6m
6m-7冊

7m-8m

8m,ψ Om

9m～ 1飾

1帥 ～

／

く

ノ
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4 最大タイプの津波の浸水想定

ア 想定断層について

南西諸島海溝 (琉球海溝)側、沖縄 トラフ側ならびに 1771年の人重山地震の震源

として想定した断層等、計 15断層を設定した。設定した想定断層の位置図および諸

元を以下に示す。

'イ①～① :

沖縄トラフの想定断層 ´
′

′

図 想定断層位置図

表 想定断層諸元一覧

断層長さ

(m)

断層幅

(m)

すべ り量

(m)

マグニチュー ド

(※ 1)
NO 断層名

① 人重山諸島南西沖地震 270000 70000 20 8.7

② 人重山諸島南方沖地震(※ 2) 300000 70000 20 8.8

20 8.8③ 人重山諸島南東沖地震 300000 70000

④ 沖縄本島南東沖地震 300000 70000 20 8.8

⑤ 沖縄本島束方沖地震 300000 70000 20 8.8

7.840000 20000 20

15000 10000 90 (※ 3)
⑥ 石垣島南方沖地震(※ 2)

⑦ 石垣島東方沖地震(※ 2) 60000 30000 20 8.0

③ 与那国島北方沖地震 130000 40000 8 8.1

130000 40000 8 8.1③ 石垣島北方沖地震

⑩ 多良間島北方沖地震 130000 40000 8 8.1

① 宮古島北方沖地震 130000 40000 8 8.1

130000 40000 8 8。 1⑫ 久米島北方沖地震

⑩ 沖縄本島北西沖地震 130000 40000 8 8.1

240000 70000 20

170000 70000 20⑭ 3連動
沖縄本島

南東沖地震 260000 70000 20

9.0

200000 70000 20

175000 70000 20⑮ 3連動
ノ(重 山諸島

南方沖地震 300000 70000 20
9.0

※1マ ニチュー ドを示 している。

※2②⑥⑦については1771年人重山地震の規模を再現したものである。

※3⑥下段の各パラメータは地すべりを再現したパラメータであるためマグニチュードで示すことはできない。

ニチュー ドはモーメン トマ
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イ 想定断層の農定

地域別に最も影響の大きい断層 (震源)を 設定するために、本島並びに人重山周辺を

12地域に区分 し、50mメ ッシュ地形データを用いて襲来津波の概略計算を行つた。

概略計算結果をもとにし、詳細計算(人 口密集地などでは 10mメ ンシユ)で対象とす

る想定断層(震源)を 以下に示すとお り地域毎に 2～4断層選定 した。

ち、最大の漫水範囲、最大浸水深を表示しています。

鼻名暴柔曇壱完研骨最重審劣:高
来露姦倉花ji査衆笙吾徴貝零ε

3召彊重要雰:睾   忍戻稟量;[;:::

35彗薫動写:: §央醤窪哀義オ,(pbュもP鋭謹昌塾)

堕奪署劫程煙堤暫たケ型え冽幌防などの施設が、

絶峯撮准罷泉兵町れを習遷た]把塀堕安デ
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(2)

それ

量
(1)

い2～ 4つの想定地震を選定し、
を行ないましたシミュレーション

各市町村毎に影響の大き
果なし」の 2パターンの

津波シミュレーション結果について

効果なし

(3)潮  位

■想定地震の位置と選定

t_14=Oμ 11'alこ.の連動型
⑮=①・②・③の連動型

も

ア

(4'

●
´

屯|

②

ゴ
ザ

レ

基本編一第 1章―第 4節-11



ウ 計算条件

詳細計算の計算条件を以下に示す。

表 詳細計算の計算条件

項 目 計算条件

2次元差分法による数値計算

・最も沖側領域の領域は線形長波理論式

。上記以外の領域は比線形長波理論式

計算手法

計算高氏間隔 900m、  300Hl、  100m、  50圧l、 10m

今 競 R ttP日月計 堂 時 間

沖縄本島沿岸域

・朔望平均満潮位 (=EL+0.8m)

宮古 。人重山諸島沿岸域

・朔望平均満潮位 (=EL+0.9m)

潮位条件

Manningの 粗度係数 n

市街地高密度 (建物占有面積 50%以上)

中密度 (同 20～ 50%)

低密度 (同 20%未満)

田畑 :0.02   森林 :0.03   水面

:0.08

:0.06

:0.04

0.025

対象地形
地盤変動後の地形 (ただし、隆起域については変動を考慮し

ない)

・海岸保全施設 (沖合波浪制御構造物、水際線施設、最終防

潮ライン施設 (防潮扉、防潮水門))

。河川管理施設 (河川堤防、防潮扉、防潮水門)

対象施設

施設条件設定 施設あ り、施設な し 2パターン

No. 代表地点

最大遡

上高

(m)

影響開始時

間±20c m
(分 )

影響開始

時間±50

cm(分 )

津波到達

時間 (分 )

備   考市町村名

18 20うるま市 (勝連 ) 平敷屋 16.6 10

12 16池 味 22.4 4

20勝連浜 16.9 12 19

19

うるま市

(与那城 )

兼久 22.7 10 16

9.3 9 14 17うるま市 (勝連 ) トマイ浜

28 29沖縄市 海邦町 8.4 11

11.1 10 26 31北中城村 熱 田

21 久場 10,8 9 25 27
中城村

22 浜 14.8 7 24 27

25西原町 23 南浜 12.1 8 23

26 29与那原町 与那原 10。 9 11
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地震・津波被害想定

久場

津波想定範囲

‐ llm～ lm

lm-2m

2m-3m

3m～ 41Ⅵ

日日日日 4m-5m
日日日日 5m～ 6m

EttΞ] 6m～ 7m

匡コ 7m～ 8m

8m-9m

9m～ 10m

10m～

浜

/ 土砂災害警戒区域

臨圏 急傾斜地の崩壊

南 浜

On 201れ   60(れ   1000H

一
オ

　

ｒｉｉ
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第 5節  防災関連機関の処理すべき業務の大綱

本村の地域を管轄する指定地方行政機関、沖縄県、指定公共機関、指定地方公共機関、

県内の公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者等が防災に関し処理すべき事務又

は業務の大綱は、概ね次のとお りである。

1 中城村

(1)中城村防災会議及び中城村災害対策本部に関する事務

(2)防災に関する広報・教育・訓練の実施

(3)防災に必要な物資及び資材の備蓄整備

(4)防災に関する施設及び設備の整備

(5)災害に関する警報の発令、伝達及び避難措置

(6)災害情報の収集、伝達及び被害調査

(7)水防、消防、救助その他の応急措置

(8)災害時の保健衛生及び文教対策

(9)災害時における交通輸送の確保

(10)被災施設の災害復旧

(11)被災者に対する救援、生活再建支援及び融資等の対策

(12)地域の関係団体及び防災上重要な施設の管理者が実施する災害応急対策等の調整

(13)そ の他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置

2

(1)

(2)

(3)

中城北中城消防本部

消防、水防その他応急措置に関すること

救助、救急活動及び避難の誘導に関すること

村民への予報 。警報及び伝達に関すること

3指定地方行政機関

(1)沖縄総合事務局

ア 総務部

(ア)沖 縄総合事務局の庶務及び連絡調整に関すること

(イ)沖 縄総合事務局所管の被害状況調査の総括に関すること

イ 財務部

(ア)地 方公共団体に対する災害融資

(イ)災 害時における金融機関に対する緊急措置の要請
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ウ 農林水産部

(ア)農 業に関する災害予防、災害応急対策並びに災害復旧に関する指導調整及び助成

(イ)農 地農業用施設に関する災害予防及び災害復旧対策

(ウ)災 害時における主要食糧の供給対策

経済産業部

(ア)災 害時における所掌に係る物資の需給及び価格の安定対策

(イ)被 災商工業者に対する融資の調整

開発建設部

(ア)直 轄国道に関する災害対策

(イ)直 轄ダムに関する警報等の発令伝達及び災害対策

(ウ)直 轄港湾災害復旧事業に関する災害対策

運輸部

(ア)災 害時における陸上及び海上輸送の調査及び指揮

(イ)災 害時における自動車運送事業者に対する運送及び船舶運航事業者に対する航

海の要請

(ウ)災 害時における関係機関と輸送荷役機関との連絡調整

第十一管区海上保安本部

海難救助、海上交通安全の確保及び海上における治安の維持

沖縄気象台

気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表を行 う

気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設及び設備の

整備に努める

気象、地象 (地震にあつては、発生した断層運動による地震動に限る)、 水象の予

報及び警報。注意報、並びに台風、大雨、竜巻等突風に関する情報等を適時・的確に

防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道機関を通 じて村民に周知できるよ

う努める

気象庁が発表する緊急地震速報 (警報)について、緊急地震速報の利用の心得など

の周知・広報に努める

中城村が行 う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザー ドマップ等の作成に関し

て、技術的な支援・協力を行 う

災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、沖縄県や中城村に対 して気

象状況の推移やその予想の解説等を適宜行 う

沖縄県や中城村、その他の防災関係機関と連携 し、防災気象情報の理解促進、防災

知識の普及啓発活動に努める

沖縄総合通信事務所

エ

オ

カ

ウ

(2)

ア

(3)

ア

イ

エ

オ

カ

キ

(4)
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4

(1)

ア

イ

ウ

エ

オ

(2)

ア

イ

ア 非常の場合の電気通信の監理

イ 災害時における非常通信の確保

ウ 災害対策用移動通信機器の貸出

自衛隊

災害派遣の準備

災害に関する情報の収集

災害派遣に関する計画の準備

災害派遣に関する準備の実施

災害即応態勢の維持向上

防災訓練等への参加

災害派遣の実施

人命又は財産の保護のために緊急に部隊等を派遣 して行 う必要のある応急救援

又は応急復旧の実施に関すること

災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸与及び譲与に関すること

5 県 口出先機関

(1)沖縄県

ア 県防災会議及び県災害対策本部に関する事務

イ 県防災に関する広報 。教育・訓練の実施

ウ 防災に必要な物資及び資材の備蓄整備

工 防災に関する施設及び設備の整備

オ 災害に関する警報の発令、伝達及び避難措置

力 災害情報の収集、伝達及び被害調査

キ 水防、消防、救助その他の応急措置

ク 災害時の保健衛生及び文教対策

ケ 災害時における交通輸送の確保

コ 被災施設の災害復旧

サ 被災者に対する救援、生活再建支援及び融資等の対策

シ 市町村が処理する防災に関する事務又は業務の実施についての援助及び調整

ス 県内の防災関係機関の応急復旧対策、応援・受援の調整及び県外からの応援等の調

整

セ その他災害の発生の防御又は拡大防止のための措置

(2)県立中部病院

ア 災害時における医療、助産及び看護活動に関すること
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(8)

イ 被災者の応急対策に関すること

(3)中部土木事務所

ア 所管に係る施設 (道路、橋梁、河サ||、 海岸保全施設等)の災害予防、災害時におけ

る応急対策及び災害復旧対策並びにこれ らの指導

(4)中部農林土木事務所

ア 所管に係る施設 (農道、農地、排水、耕地護岸等)の災害時における応急対策及び

災害復旧対策並びにこれらの指導

(5)中部農業改良普及センター

ア 農作物の災害応急対策及ぶ指導に関すること

イ 村が行 う被害調査及び応急対策への協力に関すること

(6)中都福祉保健所

ア 災害時における管内保健衛生対策及び指導に関すること

(7)企業局 】ヒ谷浄水管理事務所 石川浄水管理事務所

ア 所管に係る施設(送水管等)の 災害時における応急対策及び災害復旧対策に関するこ

と

宜野湾警察署

災害時における村民の生命、身体及び財産の保護

災害時における社会秩序の維持及び交通に関する事項

南部林業事務所

保安林の維持管理及び育成業務

林務護岸等、保安施設の整備促進

6 指定公共機関及び指定地方公共機関

(1)NTT西 日本電信電話 (株)(沖縄支店)

ア 電信電話施設の保全と重要通信の確保

(2) KDDI(株 )

ア 通信施設の保全及び災害時における国内外通信施設の疎通確保

(2)沖縄電力 (株 )

ア 電力施設の整備及び防災管理

イ 災害時における電力供給の確保

(3)日 本赤十字社沖縄県支部

ア 災害時における医療及び助産の実施

イ 地方公共団体以外の団体又は個人が行 う救助に関する協力の連絡調整の実施

ウ 義援金品の募集及び配分

(4)日 本放送協会沖縄放送局

ア

イ

＞

ア

イ

９
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ア 気象警予報、災害情報の放送による周知徹底及び防災知識の普及

(5)西 日本高速道路 (株)(沖縄管理事務所 )

ア 同社管理道路の防災管理

イ 被災道路の復旧

ウ 緊急輸送路の確保等防災関係機関が実施する応急対策の協力

(6)郵便事業株式会社沖縄支社 郵便局株式会社沖縄支社 (各郵便局 )

ア 災害時における郵政事業運営の確保

イ 災害時における郵政事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策

ウ 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による短期融資

工 民間災害救援団体に対する災害ボランティアロ座寄付金の公募 。配布に関すること

7 定地方公共機関

(1)中部地区医師会 (病院等経営者 )

ア 災害時における医療及び助産の実施

(2)沖縄県農業協同組合中城支店

ア 村が行 う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること

イ 農作物の災害応急封策の指導に関すること

ウ 農業生産資材の確保斡旋に関すること

工 被災農家に対する融資の斡旋に関すること

(3)佐敷中城漁業協同組合中城支所

ア 村が行 う被害状況調査及び応急対策への協力に関すること

イ 漁業災害応急対策の指導に関すること

ウ 漁業生産資材の確保斡旋に関すること

工 被害漁家に姑する融資の斡旋に関すること

(4)中城村社会福祉協議会

ア 村が行 う防災及び応急対策への協力に関すること

イ 被災者の救護活動の展開に関すること

ウ 災害時要援護者支援の協力に関すること

(5)中城村商工会

ア 村が行 う防災及び応急対策への協力に関すること

イ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力に関すること

ウ 被災者の生活資材の確保についての協力に関すること

(6)物施設等の管理者

ア 安全管理の徹底に関すること

イ 防護施設の整備に関すること
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(7)中 城村自治会長会

ア 災害時における地域住民の状況把握 と災害対策本部への協力に関すること
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第 6節  地域防災計画の修正

この計画は、災害対策基本法第 42条第 1項の規定に基づき、国、県の防災方針及び本

村の情勢等を勘案 して毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。 した

がつて、各防災関係機関は、関係ある事項について修正 しようとする場合は、毎年 12月

末 日 (緊急を要するものについては、その都度)ま でに計画修正案を中城村防災会議 (総

務課)に提出するものとする。
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第 7節  防災計画の周知徹底

この計画は、中城村の職員、関係行政機関、関係公共機関、その他防災に関する主要な

施設の管理者等に周知徹底させるとともに、特に必要と認める事項については、災害対策

基本法第 42条第 4項に定める公表のほか、村民に周知徹底するように努めるものとする。
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第 8節  村民等の責務

村民及び村内の各字の自治会、自主防災組織並びに事業者の防災上の基本的責務は次の

とおりとする。

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

村民

防災 。減災の知識習得

自宅建物及び設備の減災措置及び避難行動の検討

飲料水、食料及び生活用品等の 3日 分以上の備蓄と点検

備蓄した施設の崩壊を考慮 し、避難所へ飲料水、食料及び生活用品等の持参

消防団、自主防災組織への参加及び活動への協力

警報、避難情報等の収集及び家族 。近所への伝達

家族及び近所の災害時要援護者等の避難支援

災害廃棄物の分別

その他 自ら災害に備えるために必要な行動

2 自治会 B自 主防災組織

(1)自 主防災活動マニュアル、資機材の整備及び点検

(2)地域の災害危険性の把握及び点検

(3)災害時要援護者の把握及び避難支援プランの作成協力

(4)地 区の孤立化対策 (通信機器・食料備蓄等 )

(5)自 主防災リーダーの養成

(6)自 主防災活動及び訓練の実施

(7)気象情報等の収集及び伝達

(8)地 区内の災害時要援護者及び被災者の救助 。救援対策の協力

(9)災害時の避難所の自主運営

(10)災害廃棄物の分別及び集積所の管理協力

3 事業者

(1)従業員の防災教育及び訓練

(2)事業継続計画 (BCP)の作成及び更新

(3)所管施設及び設備の減災措置及び避難対策の検討

(4)従業員等の飲料水、食料及び生活用品等の備蓄と点検

(5)自 衛消防活動・訓練

(6)気象情報等の収集、従業員及び所管施設利用者等への伝達及び避難誘導
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(7)消防団、自主防災組織への参加及び活動への協力

(8)災害時要援護者等の避難支援

(9)災害廃棄物の分別

(10)その他自ら災害に備えるために必要な活動及び地域の防災活動への協力
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1

(1)

ア

第 2章 基本方針

第 1節  災害の想 定 と防災計画の基本的考 え方

想定の考え方

想定災害

地震・津波

束 日本大震災の教訓をふまえて、これまでの切迫性の高い地震・津波の想定に加え

て、発生頻度は極めて低いものの科学的知見からあらゆる可能性を考慮 した最大クラ

スの地震・津波も考慮する必要がある。このため、今後の地震・津波対策では、二つ

のレベルの地震 。津波を想定 し、沖縄県における地域防災計画の考え方を以下に示す

ものとする。

一つはこれまでの調査から発生確率が高いと考えられる地震・津波で、第 1章の「第

4節 災害の想定 3津波の浸水想定」に示す地震・津波である。これをレベル 1の津

波 とする。

もう一つは歴史的見地等から想定される最大クラスの地震 。津波で、発生頻度は極

めて低いものの柱大な被害をもたらすものであり、平成 23年 (2011年 )東北地方太

平洋沖地震や明和 8年 (1771年 )人重山地方大地震による大津波などがあげられ、

第 1章の「第 4節 災害の想定 4最大タイプの津波の浸水想定」に示す津波である。

これをレベル 2の津波とする。

風水害等

地球温暖化による気候変動等から大雨、洪水、高潮及び土砂災害等の自然災害 リス

クが高まつてお り、集中豪雨等の被害が多発 している。洪水や土砂災害については水

防法や土砂災害警戒区域等に基づいて危険区域を想定 しているが、想定を超えるはん

濫や大規模な土砂崩壊が発生する可能性もある。

このため、地震 。津波と同様に発生頻度は極めて低いものの、科学的知見からあら

ゆる可能性を考慮 して、最大クラスの風水害についても想定する必要がある。

また、大規模事故災害については、海上、航空機等の災害を想定 していく必要があ

る。

被害想定

次の点に留意 して適宜見直される被害想定対策をふまえ、村における防災対策の立案

イ

(2)

を図る。

ア 被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎 となるよう、具体的な被

害を算定する。

イ 今後の防災対策の推進による被害軽減効果をできるだけ定量的に示すよう検討す

るとともに、地域性の考慮、複数の被害シナ リオの検討等に留意する。
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なお、自然現象は大きな不確定要素を伴 うことから、想定やシナリオには一定の限

界があることに留意する。

ウ 津波災害は、波源域の場所や地形の条件などによつて、発生する津波高、範囲等に

大きな相違が生じうる地域差の大きな災害であることを念頭に置く。

また、地震を原因とする津波だけでなく、火山の噴火又は大規模な地すべ り等を原

因とする津波もありうることにも留意する。

工 また、これらの災害が同時に発生した場合の複合災害を念頭に置きながら、今後防

災計画を推 し進めていく必要がある。

2 防災計画の考え方

村は、災害及び被害想定の結果に基づき防災計画を検討する必要がある。

検討においては、自然災害を完全に封ずることには無理があるため、被害を最小化す

る「減災」の考え方に立つとともに、地域の特性をふまえた被害想定に基づいて減災目

標を策定することが重要である。

また、想定のレベルや地域の社会構造に応 じて、次の点に留意 して効果的で実効性の

高い計画にすることが重要である。

(1)想定する災害のレベルヘの対応

ア 最大クラスの災害に対 しては、村民等の生命を守ることを最優先 として、村民等

の避難を軸に、防災意識の向上、想定結果をふまえた防災施設や避難施設等の整備、

土地利用、建築規制などを組み合わせるほか、経済被害の軽減など地域の状況に応

じた総合的な対策を検討する。津波の場合はレベル 2に相当する。

イ 比較的発生頻度の高い一定程度の災害に対しては、人命保護に加え、村民財産の

保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、防災施設の

整備等を検討する。津波の場合はレベル 1が相当する。

(2)地域の社会構造の変化への対応

ア 人口の偏在、少子高齢化、グローバ リゼーション、情報通信技術の発達等に伴い、

社会情勢は大きく変化 しつつある。

県、村及び指定地方公共機関等は社会情勢の変化に伴 う災害脆弱性の高まりに十

分配慮し、次に掲げるような変化について十分な対応を図るよう検討する。

(ア)村 は、様々な災害 リスクが存在 し、災害に対 して脆弱な都市構造 となってい

る。村では災害に強い都市構造の形成、防災に配慮 した土地利用への誘導、危険

地域等の情報公開等の安全確保対策が之、要である。

(イ)高 齢者 (と りわけ独居老人)や障がい者等の災害時要援護者 (※ )が増加 し

ている。防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導及び救護・救済対策等の

様々な場面において、災害時要援護者に配慮 したきめ細かな施策を福祉施策 と連
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携 して行 う必要がある。

また、災害時要援護者関連施設の災害危険性の低い場所への誘導等、災害に対

する安全性の向上を図る必要がある。

さらに、平常時から災害時要援護者の所在等を把握 し、災害の発生時には迅速

に避難誘導 。安否確認等を行える体制が必要である。

(ウ)経 済社会活動の拡大とともに、観光客や外国人が増加 している。

本村は琉球大学や世界遺産の中城城乃方ヽが存在することから、災害の発生時に、

留学生等の外国人や観光客にも十分配慮することが必要である。

(工)生 活者の多様な視ザ煮への配慮が求められている。

防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大 し、

男女共同参画の視点を取 り入れた防災体制を確立する必要がある。

(オ)ラ イフライン及びインターネット等の情報通信や交通のネットワークヘの依

存度の増大がみられる。

これ らの施設の被害は、 日常生活、産業活動に深刻な影響をもたらすため、

施設の耐災化を進めるとともに、補完的機能の充実が必要である。

(か 住民意識及び生活環境の変化 として、近隣扶助の意識の低下がみられる。

コミュニティ、自主防災組織等の強化、障がい者、高齢者等の災害時要援護者

を含めた多くの住民参加による定期的防災訓練、防災思想の徹底等を図る必要が

ある

イ 近年の高度な交通 。輸送体系の形成、多様な危険物等の利用の増大、橋梁等の道

路構造の大規模化等に伴い、事故災害の予防が必要とされている。

※災害時要援護者 とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握 し、災害から自らを守るた

めに安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々を

い う。一般的に高齢者、障がい者、外国人、妊産婦及び乳幼児等があげられる。

(3)行政の業務継続計画との関係

東 日本大震災では、行政機能の喪失が大きな課題 となつた。大規模災害による村の

庁舎、行政機能及び災害対策本部の機能への影響等を点検 し、機能喪失の軽減対策や

機能喪失時の対応等を網羅 した業務継続計画を策定し、国 。県及び隣接市町村をはじ

め姉妹都市を含めた県内外の関係機関等の連携体制を強化 していく必要がある。
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第 2節  中城村における地域防災の基本方針

本村は、海岸部は液状化 。津波 。高潮、急傾斜地は地すべり等、村の広範な範囲で様々

な災害が懸念されている。そのため、災害から村民の生命 と財産を守るため、村全体が一

体となつた防災体制を総合的に構築し、「災害に強く、安心して暮らせる村」を目指すもの

とする。

1 自助 口共助 B公助の連携

災害を軽減するためには、「自助・共助 。公助」が重要であるといわれている。「自助」

は自分 (家族も含む)の命は自分で守ること、「共助」は隣近所が助け合つて地域の安

全を守ること、「公助」は個人や地域の取組みに対 しての行政等の支援や、「自助・共助」

では射応が困難な取組みを行 うことである。

本村では地域防災力の向上を目指し、「自助・共助・公助」それぞれが防災力を高め、

連携 した防災体制の構築を推進する必要がある。

2 防災施設の整備

災害に対 して強い村を実現するためには、大雨時の地すべ り対策や低地での冠水、さ

らには津波・高潮に射 して、ハー ド・ソフ トー体となり、災害に強い村を構築すること

が必要である。

そのため、村役場や学校をはじめとする公共施設等の防災拠点の安全性の確保、地す

べ り対策、冠水対策、避難路の確保、ライフライン機能の耐震化 。多重化 。多元化等の

整備を推進する。

3 国 a県・隣接市町村及び姉妹都市等との連携

本計画の運用においては、村の脆弱な財政や体制を鑑みると、村の防災対応だけでは

対応が困難な事項が多い。このような現状をふまえ、村は国 。県及び隣接市町村等と連

携強化を図り、村に必要な防災対策を効果的に展開するものとする。

また、沖縄県全体が被災 したこともふまえ、姉妹都市 として交流 している都市をはじ

め、県外 との防災協力体制の強化を図るものとする。

4 災害時に機能する防災計画の運用

防災計画は実際の災害対応や防災訓練等を通 じて内容を検証 し、実際の災害に機能 し

地域の実態にあつた計画 となるよう、継続的に見直しを続けていく必要がある。

(1)村は地域防災計画を、果たすべき役割、地域の実態をふまえつつ修正する必要が

ある。

(2)村が地域防災計画を見直すにあたつては当該地域の自然的及び社会的な条件等を

勘案 して各事項を検討の上、必要な事項を記載する。

基本編―第 2章―第 2節 -1



(3)村は、本防災計画を効果的に推進するため、村内外の関連機関と連携を図 り、以

下の対策を推進する。

ア 実施計画、職員行動マニュアル及び業務継続計画等の地域防災に対応 した具体的

な計画の作成並びに訓練等を通 じた職員への周知徹底

イ 防災計画、実施計画、職員行動マニュアル及び業務継続計画等の定期的な点検

(4)地域の防災力を高めるためには、地域住民と一体となつた取組みが必要不可欠で

ある。そのため村は、防災計画及び実施計画等に基づいた、村民への防災に関連す

る普及啓発、地域の防災訓練や自主防災組織の構築等に向けた取組みを推進する。
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