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令和6年能登半島地震による⼟砂災害の特徴
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令和5年度第4回災害レジリエンス共創研究会
「令和6年能登半島地震」報告会
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地震による斜面崩壊の特徴

①斜面崩壊の集中

河道閉塞

②大規模な崩壊による
土砂流下

④落石、崩落など道路への影響

事前の降雨の影響？

③海岸線の斜面崩壊
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・斜面崩壊・堆積分布図（国土地理院）

防災科研

協力：（一社）GIS支援センター

• 斜⾯崩壊・堆積分布は国⼟地理
院のgeojsonデータを利⽤した．
https://www.gsi.go.jp/BOUSA
I/20240101_noto_earthquake
.html#6-1

斜⾯崩壊・堆積分布図

①

②

③

④

崩壊分布の特徴：
・輪島と珠洲境界あたり集中
・輪島の西部
・半島の南部は比較的少ない
・震度７の志賀町少ない
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https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html
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・斜面崩壊・堆積分布図（国土地理院）
・面的推定震度分布（防災科研）

防災科研

協力：（一社）GIS支援センター

• 斜⾯崩壊・堆積分布は国⼟地理
院のgeojsonデータを利⽤した．
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20
240101_noto_earthquake.html#6-
1

• ⾯的推定震度分布（防災科研）
https://xview.bosai.go.jp/view/ind
ex.html?appid=41a77b3dcf384602
9206b86107877780

①

②

③

④
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・色別標高図

防災科研

協力：（一社）GIS支援センター

• 斜⾯崩壊・堆積分布は国⼟地理院
のgeojsonデータを利⽤した．
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/202
40101_noto_earthquake.html#6-1

• ⾊別標⾼図（国⼟地理院）
https://maps.gsi.go.jp/development
/ichiran.html

⾊別標⾼図と斜⾯崩壊分布

①

②

③

④

・標高は，400m〜500m
・半島北側が急峻，南側丘陵

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20240101_noto_earthquake.html
https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
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・斜面崩壊・堆積分布図（国土地理院）
・シームレス地質図（産総研）

防災科研

協力：（一社）GIS支援センター

• 斜⾯崩壊・堆積分布は国⼟地理
院のgeojsonデータを利⽤した．
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/20
240101_noto_earthquake.html#6-
1

• シームレス地質図（産総研）
https://gbank.gsj.jp/seamless/

地質図と斜⾯崩壊分布

①

②

③

④ ・第三紀層の堆積岩層，
デイサイト⽕⼭岩層が多い
・テクトニックな断層と
褶曲構造が⾒られる

https://www.gsj.jp/hazards/earthquake/noto2024/
noto2024-08.html
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・斜面崩壊・堆積分布図（国土地理院）
・地すべり地形分布図（防災科研）

防災科研

協力：（一社）GIS支援センター

• 斜⾯崩壊・堆積分布は国⼟地理院
のgeojsonデータを利⽤した．
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/202
40101_noto_earthquake.html#6-1

• 地すべり地形分布図（防災科研）
https://dil-
opac.bosai.go.jp/publication/nied_t
ech_note/landslidemap/gis.html

地すべり地形（過去に崩壊した痕跡）分布と斜⾯崩壊分布

①

②

③

④

・崩壊分布と地すべり地形
の分布傾向が似ている
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①斜面崩壊の集中
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①斜面崩壊の集中

・大規模崩壊地（薄オレンジ）
・地すべり地形(薄青)



©Naoki SAKAI
2024. 03. 05

10
国土交通省九州地整
https://www.qsr.mlit.go.jp/infradx/indexnotoearthquake.html

②大規模崩壊による
土砂流下
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11作成：防災科研

・大規模崩壊地（薄オレンジ）
・地すべり地形(薄青)

②大規模崩壊による
土砂流下
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国土交通省九州地整
https://www.qsr.mlit.go.jp/infradx/indexnotoearthquake.html

海岸段丘の斜面崩壊群と
トンネル坑口付近の地すべり性崩壊

③海岸線の斜面崩壊

トンネル坑口付近の地すべり性崩壊
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・大規模崩壊地（薄オレンジ）
・地すべり地形(薄青)③海岸線の斜面崩壊
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地震動による斜⾯不安定化のプロセスと地すべり地形

地すべ
り地形

②地震動による斜⾯の不安定化
・斜⾯内部に⻲裂
・斜⾯下部にひずみ集中

①地震前の地すべり地形と斜⾯

⻲裂
・陥
没・
落⽯

がけ
崩れ

道路の⻲裂
湧⽔の

変化

・⽩⽶千枚⽥，棚⽥
・湧⽔

地下⽔

地下⽔

・地すべり地形模式図

・褶曲地形

・⾵化地盤構造

ひずみ集中

岩盤に⻲裂

岩盤

強⾵化

弱⾵化
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⽔・⼟砂防災研究部⾨

国道249号 国⺠宿舎 能登うしつ荘周辺

能登町

1⽉4⽇に⾼解像度衛星データ（Pléiades Neo）
により崩壊箇所の把握

強震動時に⾒られる斜⾯崩壊の特徴を現地調査
（R6 1/24, 30）

対応

今後の課題
• 地すべり地形等の詳細地形や地質構造も踏まえた不安定箇所の調査とマッピングが必要
• 不安定箇所に対する斜⾯崩壊シミュレーションによるリスク評価が必要
• 今後の融雪や降⾬による⼟⽯流等の⼆次災害に備え，衛星やセンサーによる不安定箇所の監視が必要

・強い揺れと地質構造の影響を受け，2000箇所以上発⽣
・多数の崩落⼟砂の不安定化，⼀部では河道閉塞も発⽣
・今後の復興に対して余震や⾬期の⼟砂災害発⽣が懸念 この斜⾯崩壊地では流下した⼟砂による河道閉塞

を確認。但し、すでに排⽔⼯事済み

七尾市

特徴
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⼟砂災害災害の特徴について
1．発⽣した斜⾯崩壊，地すべり，変状等の全体把握が重要（スクリーニング）

2．余震や融雪・降⾬による⼆次災害の可能性（詳細把握）
• 道路，斜⾯，林道，⼭道に段差や⻲裂 どう⾒つけるか
• 地すべり地、棚⽥、ため池堤体等に⻲裂・変状 どう⾒つけるか
• 渓流に落ち残った不安定⼟砂、斜⾯上部に残る不安定岩塊
• 住宅地近傍 ハザードマップが有効 ⾃分の⽬で確認

3．斜⾯災害の復旧復興時の課題（安全安⼼に暮らすために）
• 河道閉塞： ⼩規模な⼟砂ダムによる⼆次災害リスク，監視情報
• ⼤量の不安定な⼟砂，斜⾯： リスク評価，監視情報
• 道路，インフラへの影響： ⼆次災害リスク，地すべり地形分布図
• ⼭間部の集落： 安⼼な住まい，孤⽴集落，⼈⼝流出
• 地盤専⾨家の知⾒を「まちづくり」に取り⼊れる仕組み

→中⼭間地では災害から復旧が進んでも潜在的な危険箇所は多数残る
リスクのある斜⾯を空から地上からモニタリングする技術開発が必要

斜面崩壊の集中

海岸線の斜面崩壊

河道閉塞

大規模な土砂流下




