
  

4　地盤災害・ 海岸侵食

災害の素因と誘因(ハザード )
　誘因は地震だと し たら
　素因は？
災害の複合化
災害の長期化
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(季刊そら、2011梅雨号）

江戸期の埋め立て地



  

明治36年の千葉市　5万分の１地形図初版に記載された土地利用・植生

どのようにして埋立
が行われたのか

（近藤原図） 東京湾東岸の干潟の特徴は？



  

東日本大震災に伴って発生した液状化は湾岸
地域だけでなく、東日本の広範に及んだ。

様々な画像、動画がWEBにある。検索して見てみよう。

(季刊そら、2011梅雨号）

https://www.youtube.com/watch?v=9x_kS3Bm6fA


  

(季刊そら、2011梅雨号）
●水と砂粒子からなる地盤に地震動が与えられる
●間隙水圧が増加
●砂粒子の固結が緩まる
●液状化し、地盤の支持力は失われる

どんな場所が液状化しやすいのか？
⇒沖積低地に多い粒径の揃った砂層が水で飽和している場所



  

旧河道

河川改修により河道は直
線化されたが、かつての
河道跡には砂が堆積して
おり、地震時に液状化し
やすい。

（若松他、2006、土木学会論文集）

2004年を思いだそう

見附市付近、1975年空中写真



  

砂丘 1964年（昭和39年）6月16日
新潟地震（M7.5)

（WEBより収集）

日本海側に多い砂丘地
帯では地震に伴い液状
化が発生している。
⇒砂丘の基部の地下水
面が高い地域

液状化を伴う震災
を調べてみよう！

（杉谷他、「風景からみた自然地理」、古今書院）



  

千葉県では．．．
液状化危険度予測図(平成19年度千葉県地震被害想定調査)

千葉県の液状化現象の
起こりやすい地域
守屋喜久夫著「災害の地理学」
BLUE BACKS(1984)

シナリオ地震に
基づく想定

液状化に関する
経験的知識は？



  

液状化しやすさマップ、揺れやすさマップ（平成23年度）

地震のシナリオに
よって複数のマップ

千葉県のホームページで確認してみよう！

⇒ ⇒



  

盛土（もりど）

佐藤　浩・中埜貴元（2011）：仙台市の丘陵地における地すべり性 地表変動の状況，国土地理院時報, 122, 153-161．

丘陵地の開発
と盛土のリスク



  

盛土とは何か？

“盛土＝危険”というわけではない。土地の性質を
知り、きちんと対策をとることが大切。少なくと
も、“知らなかった”ということはないように。



  

様々な盛土のタイプを知ろう！

法面のメンテナンスは
行われているか。
詰まっていないか。

土砂が出ていないか。



  



  



  

かつては落葉広葉樹林に覆われた丘陵地の
谷津に農村と里山が広がっていた。

昭和２年２万５千分の１地形図「仙台南西部」の初版

1978年宮城県沖地震でも
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丘陵地に造成された住宅団地ー盛土は身近にある－

（1947年/1958年） （1989年）

（杉谷他、「風景からみた自然地理」、古今書院）



  

（杉谷他、「風景からみた自然地理」、古今書院）



  葛飾区東新小岩1丁目第五建設事務所の抜け上がり井戸ポンプ
http://ido100.ido-jin.net/tokyo/004.html

地盤沈下地盤沈下



  

A.P.とは？

(遠藤他、2002）
(季刊そら、より）ゼロメートル地帯



  

地盤沈下は地下水、
天然ガス鹹水の揚水
によって起こる
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千葉県の地盤沈下

地盤沈下が認められた地域の面積は
2,820.5 平方キロメートルと、前年
(2,653.2平方キロメートル)と比較し増加
しました。2cm以上沈下した面積は0.0平
方キロメートルと、前年(22.3平方キロ
メートル)と比較し減少しました。最大沈下
地点は習志野市藤崎にある水準点の
2.16cm（前年は八街市八街ろの
2.40cm）でした。

茂原市の地盤沈下

茂原市を含む九十九里地域における主
要地点の地盤沈下の状況は、昭和４８年
までは毎年１０センチ前後沈下していたも
のの、同年の天然ガス採取企業と千葉県
との間で地盤沈下防止協定による井戸
の削減及び天然ガスかん水の地上排水
量の削減等により、以降沈下は徐々に緩
和の傾向を示しています。

平成21年から22年度（震災
前）間の沈下量

茂原ではこんなことも

千葉県のホームページで様々
な調査報告を調べてみよう
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都市は守られている！

高潮・防潮堤の配置状況（左）
水門と排水機場の配置状況（下）
（東京都江東治水事務所）

3月の津波は隅田川の
高水敷を越えている



  

　　
　　この写真を見てどう思うか？
　　　　１．普通の光景だと思った
　　　　２．良い景観とはいえないと思った
　



  

海岸侵食．．．海岸における環境問題

●砂浜はどのようにして形成されるのか

　　河川が排出した砂が沿岸流で再堆積

●侵食と堆積は動的平衡状態にある

　もし、砂の供給が減少したら
　　　　・・・侵食が卓越し、砂浜は痩せる

　対策として護岸工事をしたら
　　　　・・・そこから供給される砂が減少し、
　　　　　　　遠方の砂浜が痩せる

　自然は生態学的、力学的平衡状態に向かって変化する

　人間の干渉は平衡状態を壊す



  

Google Earthで日本の
海岸線を見てみよう。
至る所に、離岸堤や
ヘッドランドを見るこ
とができるでしょう。

離岸堤：陸側に砂がつくことに
なっている（静岡県、牧之原市）

ヘッドランド（人工岬）：岬の間に砂が
つくことになっている。ここではヘッドラ
ンドは機能していない（九十九里浜、
吉崎浜）

主な海岸侵食地域

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai/coastal_protection/right.html

海岸侵食に対して
鈍感になってないか



  

大河津分水　新潟平野を洪水から守るため、困難な工事の末、1922（大正11）年に通水

その後、何が起こったか
・海岸線の侵食
・新潟平野は穀倉地帯になった



  

台風２３号の強風で倒れた天橋立のクロマツ＝２２
日午後、京都府宮津市で共同通信社ヘリから

日本三景「天橋立」で何が起こったか

「天橋立」とは
・全長3.6km、幅20m～150mの阿蘇の海と宮津湾を仕切る砂州
・全域に7000本の黒松

侵食問題が発生
　1960年代後半には砂州はやせ細り、松の根元まで波が迫った

なぜ
・砂防ダムや護岸工事のため、北の湾口部に流れ込む河川では流出土砂量が減った
・砂州北端の江尻に防波堤を持つ漁港が整備され、砂の供給が止まる

対策
・突堤建設（ただし、「天の串刺し」になってしまった）
・養浜作業



  

「天の串刺し」！？

（風景の中の自然地理、古今書院）



  

九十九里浜の侵食

●九十九里浜は長さ５
０ｋｍにわたって続く
砂浜？のはずでした

●しかし、現在では
ヘッドランドによって
砂浜の連続性は断ち切
られています



  

九十九里浜南部と北部
で最近30年ほどの間
に、侵食が進行



  

●屏風ヶ浦と太東岬は侵
食が進行する岩石海岸

●侵食を止めるために護
岸工事

●九十九里浜に供給され
る砂が減少した

九十九里浜

太東岬

屏風ヶ浦



  
ここで再び、九十九里浜の現状を見る



  

海岸侵食の原因は？

●河川からの流入土砂量の減少

●港湾施設の建設

●護岸の建設

侵食が起きると
どんな問題が？

施設の老朽化
問題！
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（http://www.sabopc.or.jp/tajimi/namekawa-20040818-4-2.htm）

日本アルプス（隆起地域）　高山帯（山頂現象）



  

陸域からの土砂供給量の減少が海岸侵食の原因の一つとすると、我々の生活との関連は？



  

かつての里山は高度に利用し尽くされていた

大量の土砂が海に流
れ出し、沿岸部では飛
砂に苦しめられた．．．

森林が復活し、土砂が
出なくなると、沿岸は
侵食で苦しめられてい
る．．．



  

明治・大正期

昭和中期

このような歴史を経て戦前まで
の日本の森林は形成されてきた

■荒地

■常緑樹
■落葉樹



  

昭和中期

現代

濃い緑色で示
される針葉樹
（人工林）の
分布の拡大に
注目！

戦後60年で日本の森林
は大きな変貌を遂げた

■常緑樹
■落葉樹

歴史の眼を通して地域を見る



  

●明治大正期と平成期の
　土地利用

・山地では広葉樹■から
　針葉樹■へ
・山では荒地■も多かった
（茅場）
・東京大都市圏■の拡大

明治大正
期

平
成

森林の回復
　流出土砂量の減少

都市化の進展
　計画高水流量の増加
　　　明治33年　 3,750
　　　明治43年　 5,570
　　　昭和14年　10,000
　　　昭和24年　14,000
　　　（八斗島、m3/秒）



  

関連性探求型科学としての災害科学

様々な事象（一部は災害）と私たちの暮らしには関連性

この関連性を意識することが安全・安心な社会への一歩

関連性探求型科学　⇔　普遍性探求型科学

　環境学　　　　　　　　　　　　　　物理学
　災害学　　　　　　　　　　　　　　数学
　地理学　　　　　　　　　　　　　　化学
　社会学　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　

協働 　　InterdisciplinaryからTransdisciplinarｙへ


	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
	ページ 28
	ページ 29
	ページ 30
	ページ 31
	ページ 32
	ページ 33
	ページ 34
	ページ 35
	ページ 36
	ページ 37
	ページ 38
	ページ 39
	ページ 40
	ページ 41
	ページ 42
	ページ 43

