
                       

令和６年７月８日 

港湾局海岸・防災課 

 

「令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」をとりまとめ 

～交通政策審議会の答申を公表～ 

「令和６年能登半島地震」における課題等を踏まえ、本日、交通政策審議会より「令和６年能

登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方～港を核とした海上支援ネットワークの

形成～」が答申されました。 

 国土交通省としては、本答申に示された、今後の大規模災害リスク等を見据えて取り組むべき

施策の具体化に取り組んで参ります。 

○「令和６年能登半島地震」では、岸壁や背後の荷さばき地等が被災し、利用可能な岸壁が限

られるとともに、その多くが条件付きでの運用を強いられています。また、地震発生後として

は初めて、国による一部管理を実施して、本格的な利用調整等を実施しました。 

○このような状況を踏まえ、令和６年３月より、３回にわたり交通政策審議会港湾分科会防災

部会において審議されてきたところ、本日、交通政策審議会から国土交通大臣に対し、「令

和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方」として答申されました。 

○国土交通省としては、本答申に示された施策の具体化に取り組んで参ります。 

【答申に示された「今後の大規模災害リスク等を見据えて取り組むべき施策」のポイント】 

１．施策推進にあたっての基本的な考え方 

➢ 既存ストックや他機関・民間のリソースも活用しながら、ハード・ソフトの施策を推進 

２．ハード面の施策 

➢ 海上支援ネットワーク形成のための防災拠点（地域防災拠点・広域防災拠点） 

➢ 施設の耐津波性の確保 

➢ 迅速な施設復旧に向けた体制の構築 

➢ 幹線物流の維持 

３．ソフト面の施策 

➢ 港湾 BCP・広域港湾 BCPの実効性向上 

➢ 災害発生時の点検・利用可否判断の迅速化・的確化 

➢ 関係機関・民間との連携体制の強化 

➢ 情報共有ツールの推進・高度化によるソフト面の各施策の更なる円滑化 

※答申の概要は別紙、答申（本文）及び防災部会における審議経過は以下のURLを参照ください。 

  https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s303_kouwanbousai01.html 

 問合せ先：港湾局海岸・防災課 小山、吉崎 

 ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 46712、46765） 

     03-5253-8689（直通） 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s303_kouwanbousai01.html


根室沖（M7.8~8.5程度）
80%程度

青森県東方沖及び岩手県沖
北部（M7.0~7.5程度）

90%程度以上

宮城県沖（M7.0~7.5程度）
90%程度

茨城県沖（M7.0~7.5前後）
80%程度

首都直下地震（M6.7~7.3）
70%程度

南海 トラフ地震
（M8~9クラス）
70~80%

○今後の大規模地震発生リスク
（今後30年以内の主な地震の発生確率）

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震
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○能登半島地震の被害状況と初動対応

 石川県を中心に計２２港において、岸壁の
変位、背後の沈下、津波、地盤の隆起等
の被害が発生

 事前の解析の有無により利用可否判断に
要する時間に大幅な差

 応急復旧に必要な資機材を現地調達する
ことにより迅速な復旧が可能

○能登半島地震における被災地支援活動

 岸壁前面の航路・泊地や背後の荷さばき
地・道路の被災が円滑な支援活動の妨げ
に

 支援船は、能登半島地域近傍の港湾で支
援物資の積み込みや補給を行い、被災地
の港湾との間を往復

 能登半島地域の港湾でのみ国による岸壁
の利用調整等を実施したが、能登半島地
域外では支援船の輻輳が発生

○今後の大規模災害発生リスク

 南海トラフ地震・首都直下地震等大規模地
震の30年以内発生確率が70～80%と切
迫化

 大規模地震時には、代替港湾等に取扱能
力を超える貨物が集中するなど、被災地
外へも影響が波及する恐れ

出典：地震調査研
究推進本部事務局
活断層及び海溝型
地震の長期評価結
果一覧
（２０２４年１月１日
での算定）

令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方 答申 概要①

Ⅰ．地震・津波による災害リスク

○港湾を通じた被災地支援活動

民間の支援船と護衛艦（金沢港）

船舶に積み込む支援車両の待機状況（金沢港）

港湾間の支援船の動き

○能登半島地震の被害状況

約２ｍ

約１ｍ

岸壁背後の沈下（輪島港） ふ頭用地の陥没（金沢港）

津波による漁船等の転覆（飯田港） 地盤の隆起による水深不足
（輪島港）

凡例

：主に受援側の役割を担った港湾

：主に支援側の役割を担った港湾

別紙



令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方 答申 概要②

Ⅱ．今後の大規模災害リスク等を見据えて取り組むべき施策
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１．施策推進にあたっての基本的な考え方

２．ハード面の対策

 既存ストックや他機関・民間のリソースも活用しながら、
ハード面、ソフト面の施策について推進

○海上支援ネットワークの形成のための防災拠点

 耐震強化岸壁、内陸へ繋がる道路、物資の仮置き等
のための背後用地や緑地、航路・泊地等、一気通貫し
た施設の耐震化・液状化対策等により災害時の健全
性を確保（地域防災拠点）

 地域防災拠点に加えて、支援船への補給・物資積み
込み等の後方支援に利用される支援側港湾の役割も
想定し、耐震強化岸壁等必要な規模の施設の健全性
を確保（広域防災拠点）

○耐津波性の確保

 防波堤等の粘り強い構造化、航路・泊地の埋塞等の
早期復旧等に資する対策の検討、水門・陸閘等の自
動化・遠隔操作化等の推進

○迅速な施設復旧

 復旧に必要な砕石や重機等の資機材の備蓄、関係事
業者との協定締結、作業船の確保の体制構築等の事
前の備え

○幹線物流の維持

 我が国の産業・経済に甚大な影響を与えないよう、コ
ンテナ、フェリー・RORO等の幹線物流について、強靱
な物流ネットワークを確保

離島

半島部

広域防災拠点

地域防災拠点

地域防災拠点

地域防災拠点

○海上支援ネットワークの形成のための防災拠点

○耐津波性の確保

防波堤等の粘り強い構造化の例

海上支援ネットワークのイメージ 防災拠点イメージ

○迅速な施設復旧

資材（敷鉄板）・機材（バックホウ）の備蓄例

防波堤

基礎マウンド

海底地盤

外力

越流

天端形状の工夫

被覆ブロック
の設置

洗掘防止マットの敷設腹付の設置

一気通貫した施設
の健全性の確保

別紙



凡例

点検中

利用不可

利用可能

令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方 答申 概要③

Ⅱ．今後の大規模災害リスク等を見据えて取り組むべき施策
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３．ソフト面の施策

○港湾BCP・広域港湾BCPの実効性向上
 港湾BCPの地方港湾での策定や不断の見直
し・拡充、訓練の実施による連携強化

 地域防災拠点・広域防災拠点の連携・役割分
担等、広域災害を想定した計画策定

○災害発生時の対応の迅速化・的確化

 ドローン・衛星、夜間監視が可能なカメラ等の
利活用による施設点検の迅速化

 構造物の変状計測の自動化・的確化、判断に
必要となる情報を共有するツールの構築・運
用等による施設の利用可否判断の迅速化

 支援側港湾においても支援船等の利用調整に
よる港湾利用の最適化を通じた被災地支援の
円滑化

○関係機関・民間との連携

 訓練実施等による災害時の海と陸の連携、港
湾間、関係機関との連携体制の強化

 臨海部の倉庫や民間船舶等、民間のリソース
活用のための体制づくり（協定締結、訓練の実
施、民間のBCP策定の推進等）

○情報共有ツール

 防災情報の一元化・共有のための「防災情報
システム」の推進・高度化によるソフト面の各
施策の更なる円滑化

○港湾BCP・広域港湾BCPの実効性向上

防災情報システムの表示イメージ

○迅速な施設点検・利用可否判断

○情報共有ツール

災害時の民間施設の活用例

○民間のリソースの活用

建設業者、フェリー会社等と連携した訓練の実施例 ドローン・衛星等を活用した施設点検

○支援船等の利用調整

支援船等の利用調整による港湾の利用の最適化

利用可否判断の自動化・遠隔化のイメージ

支援物資の仮置き

港湾 施設
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変状計測を
自動化

情報共有ツールを用いて
遠隔地で利用可否判断

例：重力式岸壁

堤体の沈下

堤体の傾斜

法線の出入り
エプロン背後の沈下

別紙


