
洪水地形の判読

事例１　濃尾平野

事例２　東京下町低地

事例３　市川周辺



濃尾平野
●伊勢湾台風(1959年 9月）

　伊勢湾西部を北進する台風により、高波が発生
　

立松和平、「大洪水の記憶」、サンガ新書

木曽川上空より弥富駅方向。下記URLより転載
http://www.d1.dion.ne.jp/~kwx/isewan.htm

（岐阜県総合防災ポータルより）



揖斐川

木曽川長良川



江戸から明治の間は、 50 年ごとに 40 ～ 70 回の洪水があった。
明治になり、三川を堤防で切り離してから洪水は減った。それでも．．．



低地の性質を知り、適応する



濃尾平野の地形配列

扇状地

河道の変遷が起こりやすく、
砂礫の堆積が見られるが、排
水は速やか

後背湿地・自然堤防

・河川の作用によって形成
・自然堤防は冠水することが
少ないが、大きな洪水時には
冠水。しかし、排水は早い
・後背湿地は湛水深は深く、
湛水期間も長い

三角州・干拓地

低平で洪水だけでなく、津
波・高潮の被害も受ける



1959 年伊勢湾台風、水はどこまできたか



近世以降の干拓地

三角州

後背湿地と自然堤防

濃尾平野の地形分類図



浸水域は三角州（デルタ）の範囲と一致
「地図は悪夢を知っていた」（中日新聞）

　　　　　　　　　高潮の高さ
←海岸　　　　　　　　　　　　　　
　　内陸→

(4)

(1)

(2) (3)

高潮遡上北限



●伊勢湾台風を主な契機として、地形分類図が国策とし
て作成されるようになった

・国土調査（旧国土庁）
・土地条件図（国土地理院）
・治水地形分類図（国土地理院）

●これらの主題図を解釈する方法について中学・高校で
しっかり勉強してきたでしょうか？

自然地理学、河川地形学を学び
ましょう



2005年ハリケーンカトリーナは何を教えたか

ニューズウィーク日本版　2005.9.14



ハリケーンカトリーナは未曾有のハリケーンだったか

木曽川上空より弥富駅方向。下記URLより転載
http://www.d1.dion.ne.jp/~kwx/isewan.htm

ハリケーンカトリーナの進路 (上 )と
過去の主なハリケーン (下）

カトリーナは最大時カテゴリー５、上陸
時にカテゴリー３



強烈なハリケーンは増えているのか？

90年代半ばまで、カテゴリー４＋５のハ
リケーンの数、割合は増えているが、最大
風速は変わっていない
（IPCCでは傾向は認められるとしている）

なぜ、未曾有の災害になったか？

●堤防が決壊したこと
　ただし、堤防はカテゴリー３が基準
●続いて、ハリケーンリタが襲来

（大楽・水谷・佐藤、 2006；
Webster et al., 2005)

(牧・林、2006)



（ニューズウィーク日本版　 2005.9.14）

浸水深の分布 (牧・林、2006)

ニューオーリンズは三角州（デルタ）の上に発達した都市
土地の性質を知らなかった．．．

（大楽・水谷・佐藤、2006)

ミシシッピデルタの地形分類(上)と、地盤
高分布 (下）（水谷武司原図）



東京低地水域環境地形分類図

大矢雅彦ほか、「地形分類図の読み方・作り
方」、古今書院、1998.
久保純子、東京低地水域環境地形分類図

ビルに埋め尽くされた都会の下
には、もとの地形が隠されてお
り、災害時にはその性質を露わ
にする



東京湾の過去の海岸線
赤：６～８世紀
緑：１５世紀頃
青：１６００年頃
紫：１８８０年
黄：１９４５年

東京下町低地はどうなっているのか

（てこな、市川市ＨＰ）



川は繰り返し変遷し、
平野を形成しました

利根川、荒川の古流路

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Google/Google%20Earth/client/googleearth.exe


建設省関東地方建設局（現国土交通省）・首都圏外郭放水路

http://www.kajima.com/news/digest/nov_2000/tokushu/toku02.htm
http://www.g-cans.jp/

豪雨時に中川低地の水を江戸川に排水するために、国道16
号線の地下50mに建設された長さ6.3kmの地下放水路

http://www.kajima.com/news/digest/nov_2000/tokushu/toku02.htm


荒川流域の水塚（みずか）・囲堤（かこいづつみ）の分布
「地域の科学－水と地域のかかわり合い－」山田安彦編著　第 6章より

（千葉県立関宿博物館）



水塚の分布が意味するもの



「地域の科学－水と地域のかかわり合い－」山田安彦編著　第6
章より
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（千葉県真間川改修事務所ホームページ）

真間川の浸水実績図



（千葉県ホームページ　http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/i_kakai/01-bosai/011-soutei/ ）

浸水時に想定される
水深によって色分け

浸水想定区域図
が公開されている
千葉県のホーム
ページで閲覧可



なぜ真間川流域が浸水しやすいのか

それを知るためにどんな情報があるか

●過去の土地利用は？

・迅速図（1800年代後半、明治10～ 20年頃）
・旧版地形図(1900年頃から）
・米軍写真（1947年）
・空中写真（1960年代以降、国土交通省）
・国土調査土地利用現況図(1970年代）
・国土数値情報（1970年代以降）
・地形図

●地形は？

・国土調査地形分類図
・土地条件図（一部地域）
・洪水地形分類図（一部地域）
・地形図

●土地利用や地形は何を語るか

実はたくさんある　



自助・共助・公助

行政の限界があるから自助・共助ではない！

 自分の家族は自分で守りたい！
 自分の 地域は自分たちで守りたい！
 行政にも助けてもらおう！

オオカミ少年になろう！

A: 災害にならなかったではないか！ぷんぷん！
B: 災害にならなくて良かった！

 二つの態度の行き着く先を想像してみよう！



国土地理院の主題図を判読してみよう。

治水地形分類図

事例１　鬼怒川水害（ 2015 年 9 月 10 日）
　微地形の学術的定義と実践的解釈

事例２　北海道東北豪雨（ 2016 年 8 月）
　砂川：洪水の規模と、微地形の機能
　岩手：　

事例３　平成 29 年７月九州北部豪雨
　国土地理院の作成した判読図

http://www.gsi.go.jp/kikaku/
http://committees.jsce.or.jp/report/system/files/2016%E5%B9%B48%E6%9C%88%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E8%B1%AA%E9%9B%A8%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%9B%A3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E4%BC%9Ain%E5%B8%AF%E5%BA%83_%E7%9F%B3%E7%8B%A9%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81_%E6%B8%85%E6%B0%B4_20170420_0.pdf
http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/Mulabo/news/2015/KinugawaFlood2015.html
http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/H29hukuoka_ooita-heavyrain.html
http://committees.jsce.or.jp/report/system/files/%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E9%A2%A8%E7%AC%AC10%E5%8F%B7%E5%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/fc_index.html

	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8
	ページ 9
	ページ 10
	ページ 11
	ページ 12
	ページ 13
	ページ 14
	ページ 15
	ページ 16
	ページ 17
	ページ 18
	ページ 19
	ページ 20
	ページ 21
	ページ 22
	ページ 23
	ページ 24
	ページ 25
	ページ 26
	ページ 27

