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8．1 今後の 展望

　 （1） 時 代 認識

　2011年 3 月11 日以来 ，現代の 地 球 は ，大地 動 乱 の 方

向性 と温暖化 の方向性 が重 な りあ っ て，悪 い シ ナ リオ を

描 こ うと して い るの で は な い か，とい う危惧 があ る （図

一8．1）。 こ の よ うな背景が あ っ て ，世界中で ，
“
極端現

象
”

と呼ば れ る よ うな イベ ソ トが 発生 して い るの で は な

い だ ろ うか。も しそ うな ら，これ か らの防災
・
減災対策

は，国際協調 の 中 で，こ の よ うな立 場 に 立 っ た 政策展開

が必 要 で あろ う。 こ の よ うな こ との 推進の た め には，防

災
・
減災に 関 わ る科学技術者 と政策担当者 との 相互 理 解

が不 可 欠 で ある。

　  　学 術 的 な立 場 で の 2，3の 課題

　  地 下 水 位 の 変動 の 影響 の 複合性 ：本講座 で は ，
“
地

下 水 位の 変動
”

と して ，地 下水 位が 低 下 す る場 合 と上 昇

す る場合 に わけて それぞれの 場合が イソ フ ラ ス トラ クチ

ュ アや建築構造物の 安定性や 変位 ・変形 に与 え る影 響 と

それ ぞ れの 事象 に対 す る対応策に つ い て 論 じて きた。ど

の よ うな災害に お い て も同 じ こ とで あ る が，事象の 重な

り合 う，複合性 が この
“
地下水位の 変動

力
に よ る問題 に

お い て も見逃 せ な い 重要 な 視点 で あ る 。
こ の こ とは 第

7章 で も紹介 した の で 詳 し くは 論 じ な い が，地下水の 流

動 と地 震 との 複合な どは まだ 解明されて い ない 重要な 課

題の
一

つ と考 え られ るの で ，学問領域を超え て 解明 に 取

り組む 必 要が あ る。この よ うな 分 野 融 合 型 の 取 り組 み が

必 要な 課題は 今後 も 出て くる可 能性 が あ る と思 わ れ る。

　  負圧地 下 水 と被圧 地 下 水 の 関係性 ： 構造物に 影響を

与え る地 下 水 の うち，被圧地 下水 と不圧地下水の や り取

りの 関係は 不 明な とこ ろが 多い 。 しか し，最近で は，被

圧 地 下水位の 上 昇が 不圧地下水位の 上昇に か か わ っ て い

るとい う指摘
1）もあ り，両 者 の 挙動 を し っ か りモ ニ タ リ
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図
一8．1 一

つ の 時代認識

ソ グす る シ ス テ ム を構築 す る必 要 が あ る 。

  資源 として の 地下水 ：2011．3，11大震災の時を思い 起 こ

す と，少 な く と もあ の 日か ら，地 下 水 が い か に大 事か と

い う こ とを痛感 させ られた 。 震 災後 ， 短期間 で は あ っ た

が ， 電気 は止 ま り水 も出ない，とい う生活を強 い られた。

近所で ，井戸水を提供 して くれ る とこ ろ があ る とい う風

聞 を頼 っ て，1，2 キ ロ 離 れ た 場 所 に ポ リ容 器 を 抱 えて 数

日間 井 戸 水 をい た だ い た 記 憶 が あ る 。 大 変助 か っ た の で

あ るが，公共水道水は 有料で あ るの に，井戸水はただ，

とい うの はい か に もお か し くな い か，と再 確認 させ られ

た。地 下水 は 貴重な 資源で あ る に もか か わ らず，あ た か

も，
“

地 下 水 は タ ダ
”

とい うよ うな風潮 に 歯止 め が 出来

な い こ とは 残念 な こ と で ある。
“
資源 と して の 地 下 水

”

を 維持 して い く思 想 や 政策を 定 着 させ る努力 が 望 ま れ る 。

　（3） IPCC と地 盤工 学

　 地 下 水 問 題 に 深 い 関わ りが あ る 地 球温暖化に つ い て は，

温暖化懐疑論
2）を 含め て種 々 の議論 が あるが，国際的に

は，IPCC （気候変動 に 関す る政府間パ ネル ）の 活動 が

支持 さ れ て い る よ うで あ る。IPCC は，国 際 連合 環 境 計

画 （UNEP ） と国際 連 合 の 専 門機 関 で あ る世 界 気 象機関

（WMO ）が1988年 に 共同で 設立した。

　 IPCC は気候変化 に 関す る科学的 な 判断基準の 提供 を

目的 として お り，地 球温暖化 に 関 す る 科学的知 見の 集約

と評価 が 主 要 な 業務 で あ る。した が っ て ，数年 お き に 地

球 温 暖化 に 関す る 「評価報告書」 （Assessment 　Report）3〕

を発行 す る ほ か，特定 の テ
ー

マ に つ い て 特別 報告，技術

報 告書，方法論報告書な ど を 発行 して い る。2012年に

は，「気候変動へ の 適応推 進 に 向 け た 極 端現象及 び 災害

の リス ク管理 に関 す る特別 報告書」
4｝が 発表 され た 。

　本 来，IPCC は，世界気象機関 （WMO ）の
一

機関 で

あ る こ とか ら，国際連合 の気候変動枠組条約 とは直 接 関

係 の な い 組織 で あ っ た が ，い くつ か の 経 緯 を 経 て ，

IPCC が 当面 の 作業 を代行す る こ と となり現在に 至 っ て

い る 。
IPCC 自体 が各国へ の 政策提言等を行 うこ とは な

い が ， 国際的な地球温暖化問題 へ の 対応策 を科学 的 に裏

付ける組織 として，間接的 に大 きな 影 響力 を持 っ て い る。

　IPCC の 名称は 「政 府間 パ ネ ル 」 で あ る が，参加者は

政 府 関係 者だ け で な く，各関連分野 の 科学 者な ど 専門 家

も参加 して い る。第 4 次評価報告書2）の 場 合，三 つ の 部

門 に 分 か れ て 130 ヵ 国 以 上 か らの 450名超 の 代表執筆

者 ・800名超 の 執筆協 力 者 に よ る寄稿 ， 及び 2500名以

上 の 専門家 に よ る査読 を 経 て 作成され て い る。現在，
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2014年 に 第 5 次報告書 （AR 　5）の 完成 を 目指 し て 執筆

中 で あ る 。

　AR4 ，　AR5 と も，　 WGI は 物 理 学的基 礎 （Physical

Science　 Basis），　 WGII は適応策 と脆弱性 （Adaptation

and 　vulnerability ），　 WGIII は緩和 策 （Mitigation） とな

っ て い る 。工 学 の 分野 の 貢献 は WGII に 多い が，地 盤

工 学分野 の 貢献で き る課題や 地域があ るに もかかわらず，

報告書の 執筆者 や 査読者の 中 には，国 際地 盤工 学会会員

は ほ とん ど確認で きな い 。こ の様な 分野に 地 盤工 学 が 貢

献す る 仕組み を 国 際的な 視点か ら早急 に 構築 して い く必

要 が あ る 5）・6）。こ れ が 可 能 に な れ ば ，地下水学の 知見 も

こ の よ うな 機会を 通 じて 地 球環境分野 に反 映 す る こ とが

で きる。

　（4） 地 盤災害 リス クマ ネ
ー

ジ メン トと気候変動適応

　地 下 水 位の 変動 と直接関係の あ る こ とで は な い が，気

候変動 に 起因す る 災害対応 と気 候変動 とは直接関 係 の な

い 災害 （地 震な ど ）対応 とは，連続 して い な け れ ば な ら

な い
。

　我が 国 にお け る最近の 自然 災害の 特徴は，種類の 拡大，

頻度の 増大や大規模化の 傾向に あ る よ うに見 え る 5）
。 こ

の よ うな 傾向 に対 して 地球温暖化 に 伴う気候変動 が 関わ

っ て い るか ど うか は 議論の あ る と こ ろで あ る。しか し，
“
気候は 変動 して い る

”
とい う事実 は認 め ざ る を得 な い ，

とい うの が 筆者の 立場で あ る
5）。

　こ の よ うな事情 にあ る に もか か わ らず，従来，自然災

害 に 関わ っ て きた 科学者
・
技術者 と後発の 気 候変動の 影

響 に 関わ っ て い る 科学者
・
技術者は そ れ ぞ れ の 歴 史の 中

で 独 自の 研 究 や 技術開発の 経験を 有 して い る が，現状で

は ，
二 つ は 別 々 の コ ミ ュ ニ テ ィ を有して い る よ うで あ る。

　 しか しな が ら ， 昨今の 状況を 踏ま え る と，防 災 リス ク

マ ネ
ージ メン トと気候変動へ の 適応 との 協調は非常に 重

要で あ る。例 えば，気候変動の 影響の 中で ， 増大す る傾

向 にあ る，洪水，高潮，熱波，干 ばつ など自然災害の 被

害は 非 常に 重 大 な もの の 事 例 で あ る。気 候 変動 に 関 す る

国 際的対応 で は，IPCC が あ る一方 ，自然 災害 へ の 対 策

は ，国 際的 に は国連国際防災戦略 （UNISDR ）等 が あ

り，土 木工 学や 地盤工 学の 分野の コ ミ ュ ニ テ ィ は ， 国内

的 に も国 際的 に も，長い 歴史に わ た っ て 防災
・
減災に お

い て そ の 役割 を 果 た して きた経験 を 有 して い る。

　二 つ の コ ミ ュ ニ テ ィ は，将来の 対 応を考え る と，結局

同 じ方向の 政策 ・対策を 実践 し て い る こ とか ら，
一

つ の

流れ の 中 で 連携し融 合 して い くこ と が 望ま れ る。地盤工

学 に 限 っ て み て も，地 盤 災害に 関 わ る防災技術や 災害 リ

ス クマ ネ
ージ メン トの 経験は，気候変動対 応，と りわ け

適応策の 分野 と深 くか か わ っ て お り，双 方の 融 合 を 図 る

こ とは，両 者 に と っ て 重要な意味 が あ る と考 え られ る6｝。

こ の 点 を踏 ま えて ，我 が 国 の 地 盤工 学会で は ，『地 球温

暖化 が 地盤環境 に 及 ぼ す 影 響 と対 策 に 関 す る研 究委員

会』 を組織 して 活動を 続け て い る 。

8．2　ま　と　め

本講座で は，地 下 水 位 の 変動に 伴う地 盤 と構造物の 変
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図
一8．2　災害 リス ク マ ネー

ジ メ ソ ト と気候変動適応の 関

　 　 　 　 係

状 とそ の 対応策 に つ い て 最近 の理論 と実際を紹介した。

しか し，誌面 の 都合な どで 書 き きれ な か っ た課題 もあ る。

例 え ば，地 震後 の 液 状 化 に 対 す る重 要 な 対 策 の
一

つ と し

て ，地 下 水 位低下 工 法が あ る が，液 状 化 の 可能性 の あ る

砂地 盤の 下に は 粘性土が堆積 して い る こ とがあ るの で，

地 下 水 位の 低下 に伴 っ て 将来地 盤沈下す る可 能性があ る。

こ れ が 不同沈下に な れ ば住宅機能の 妨 げ に な る。
“

最適

な地 下 水位 の低 下 を 決め る こ と
”

は，造成宅地 に お け る

防 災 対 策 と して の こ の 工 法 の 死 命を 制す る。

　また，地下水位 の上 昇に 関わ る課題 の例 を挙 げ る と ，

海面上昇に伴 う，海水侵 入 に よる地下水の塩水化 が あ る 。

こ れ は，農業生産 に も河川堤防の 安全性
7〕に も影響を与

え る可 能性 が あ る。こ れ に 対す る対応策 も工 学的に 重要

な課題で ある。

　以上 の よ うな，こ の 講座 で 触 れ る こ とが 出来 な か っ た

課 題 に つ い て は 稿 を 改め て 紹介 が で き る 機会を 得 た い と

願 っ て い る 。

　最後に ， 本講座 を担 当い た だ い た 執筆委員並 び に講 座

編集委員の 各位 に 深 く感謝申 し上 げ ま す。
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