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1．　 自然は語 る

　 人 の 顔 に 表情が あ る よ うに，自然 に も表情と い う もの が

あ る 。 人 の 表情は 顔 か た ち や ， 皮膚の 状態， 目つ き ， 口 も

とな ど に よ っ て ，そ の 人 の 今 の 状態すな わ ち喜怒哀楽や ，

人とな り性格を現 わ し，さ らに み る人 に よ っ て は，その 人

の 生 い 立 ちや 過去 の 履歴 に ま で 思 い を至 す こ とが で き る 。

こ の 表情 を通 じて の 人 の 観察に よ っ て得 られ る惜報 の 多寡

正 確 さは，こ れをみ る者の 洞察の 深 さや経験 に よ っ て 異 な

る。

　 こ れ と全 く同様 に，地球 の 表面 の 状態を現 わ す地形 とか

植 生 な どは，ま さに地球 の表情と い うべ きもの で あ り，実

に 多くの 事が らを物語 っ て い る 。 特に地形 は その 下 の 地盤

の 状態 とそ こ に働 い て い る 自然の 営力 を最 もよ く反映 し て

お り， それ は現在の 状態を示すばか りで な く，過ぎ去 っ た

遠い 地質時代か らの 変遷 と ， 将来への 移 り変わ りを示 すも

の で あ る 。

一方 ， 植生 もま た 地盤表面 の 最も浅 い 部分 （人

間で い え ば皮膚に あ た る ）を間接的 に 写 し 出 して い る もの

とい え る 。

　 した が っ て ， こ の よ うな 自然 の 表情 と，そ の 意味する と

こ ろ を読み と る 能力 と洞察力 をもっ た人 が観察す れ ば，自

然 は実 に 多 くの こ とを語 りか け て くれ る。そ れ は地形 とい

う表情 （入間 で い え ば顔 か た ち）の 下 に か くされ て い る 地

盤 の 成立ち，何千年 か ら何 十 万年，あ る い は そ れ 以上の 遠

い 地質時代 か らの 永 い 生 い 立 ち とそ の 後 ， 現在に 至 る まで

の 経歴 の 物語 りで あ り，特 に 比較的新 し い 地質時代（第四 紀

洪積世以降）に な っ て か らの 事 が らを雄弁 に物語 っ て い る。

　 さ らに現在そ の 場所がお か れ て い る状態 ， すなわ ち侵食

され つ つ あ る の か，滞積しつ つ あ る の か ，そ の 速度 が早 い

の か 遅 い の か，安定 し て い る の か 不 安定 な の か ，また将来

どの よ うに なっ て い くの か 等 々
， 地形 は 無限 とい っ て よ い

事象を語 りか け て くる。

　 ま さ に わ れ わ れ は 自然 の 表 情 を通 じて の ，これ らの 語 り

か け を聞くこ とに よ っ て ， そ の 下 に か くされ た地球 の 自然

史 ， 壮大なロ マ ン を うか が うこ とが で き る の で あ る。

2． 自然と人 との か かわ り合い
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　 自然 に 対す る もの と して 人 工 とい う言葉があ る 。 人 間の

造 っ た もの は ， 現在 で は 自然 に 対抗 して つ くられ る もの と

の 意識が強 い が，ま だ 入類 が 現在 の よ うな大 き な機械力 を

も っ て い なか っ た時代，それ は つ い 最近 ま で の こ とで ある

が ， 人間は 自然 と調和 して 生 きて きた 。 あ る い は調和 させ

られ て 生きて きた，とい っ た ほ うが真 に近 い か も し れ な い
。

　 た とえば昔か らの 村落や街道 の あ る と こ ろ をみ る と，実

に よ く自然 の 条件を反映 して い る こ とに気がつ く。 狩猟時

代 の 遠 い 昔 は い ざ知 らず，稲作 を主 とす る 農耕文 化を主 体

とす る生活様式 に な っ て か ら の
， わ が 国 に お け る主た る 居

住地域 は 平野部 で あ り，そ の 平野 は多 くの 場合，最 も新 し

い チ ュ ウ積世の 時代 に つ く られ た チ ュ ウ積層 よ りな る 。 チ

ュウ積平野 は 地質学的に み れ ば ，
い ま な お 生成過程 中に あ

る土地 で ある た め，低地が多 く洪水 に お か され た り，ま た

未固結 の 土 よ りな P沼 沢 地 跡 や 三 角州 な ど の 軟弱地 盤 も多

く，決 して良好な 自然条件の と こ ろ とは い い が た い 。

　 こ の チ ュ ウ積平野 の 中に あ っ て，昔か らの 部落や 街道な

どの 人 工 物 は，そ の 悪 い 条件 の 中で は 比 較的 よ ！よ い 条件

の と こ ろ に つ くられ て い る 。 た と え ば 同 じ チ ュ ウ積地 の な

か で も，山地寄で は 洪水滞積 を受けに くく，しか も生 活 に

必 要 な 水 は地 下 水 の 湧 出 で 得 られ やすい 扇状地末端部や山

麓地 で あ り， 平野 中心 部で は 低地中の わ ず か な高 ま りで，

洪水時 に も冠水 しに くく地盤 も砂質で 良好 な 自然堤防地帯

で あ り，海岸部 で は す で に 安 定 した砂州地帯が 主た る 居住

地帯に な っ て い る 。

　最近 の よ う に 入 工 に よ る 自然 の 改変が 著 し くな る 以前 の ，

昭和初期 こ ろ ま で の 平野部 の 地形図をみ れ ば，街，村落 ，

畠な どの 配置や 並 び 方 か らで も，自然堤防 な どの 位置や 配

列と，そ の 下 の 地盤 の 様子 を相当程度読 み とる こ とが可能

で あ っ た 。 良 い 地 盤 が 村落 の 存在 で わ か る よ うに，不良な

軟弱地盤 な どは平地 で ある に もか か わ らず部落 や街道がな

く，荒地 か 水 田 の み と い うこ とか ら うか が う こ とがで き る。

　 こ の よ うな こ と は，そ の 当時の 人び とが，自然 を み る H

が今 よ りも敏感 で ，自然 の 条件 をよく知 っ た うえ で，よ り

安全 な 適 正 な と こ ろ に 人 工 物 を 造 o た と もい え る し，ま た

別 な 見方 をすれ ば，自然条件 の 悪 い と こ ろ につ く られ た 人

工 物は，洪水や地震な ど，と き どきお とずれ る激しい 自然

現象 に 抗 し き れ ず 自然淘汰 さ れ ，自然 に 調 和 し た安定 し た
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もの だ け が永 く残 っ た とみ る こ と がで きる。お そ らく両者

と もに 存す る の で あ ろ うが，い ずれ に して も昔 は 人 は 自然

と と もに生 き て き た とい え る。も と も と入 間 もま た 自然界

の 一部 を構成す る もの で あ る か ら 当然 で あ る と もい え よ う。

　以上の よ うに 人 工 物 もま た 自然に 支配 され て い る と み る

と き，わ れ われ は昔か らの 古 い 人 工物の 存在 ， 配置 の 仕方

な ど を観察す る こ とに よ っ て も，自然 の 状態 を読 み 取 る こ

とが で きる わ けで ，人 との か か わ り合い に よ っ て
， 自然条

件が さ らに強調 され て わ れ わ れ に語 りか け て くれ る わ けで

あ る。

3．　 眼光 ， 地下 に 徹する

　紙 に 書 か れ た 文字 を通 し て，さ らに そ の 奥 に あ る か くさ

れ た 事が らや真実を読み 取 る こ とを
“

眼光紙背 に 徹す る
”

とい う。 同 じ よ うに 自然 を，その 表面 の 状況 を観察す る こ

と に よ っ て，そ の 地下 に か くされ た もの ，地 盤 の 状態をも

見通 した い もの で ある。土質 ・基礎関係 の 技術者 に と っ て ，

自然を観察す る こ と で 地下 の 土層 の 状態や性質，さらに は

内蔵 され て い る工 学的 な 問題 をも知 る こ とが で きれ ば，こ

れ に こ した こ とは な い
。

　自然を観察す る の に通常行 な わ れ て い る 方法 は 現揚 に 行

っ て 見 る こ とで あ る が，こ の 場合 い き な りそ の ジ ャ ス トポ

イ ン トに 立 っ て み る こ と もよ い が ， む しろ まず少 し離 れ た

と こ ろ か ら全体の 地形 を大観するの が最も大切 な こ とで あ

ろ う。大観す る に は ， よ り高 い 所 か ら俯観 す る の が よ い 。

昔 か らわ が 国で は 全体像をつ か む の に鳥カ ン図 が 用 い られ ，

英語 で も Bird ’
s　 eye 　 view とい う言葉が あ る。こ れ は 大

切な こ とで ある。

　昔 は高い 山が近 くに なければ Bird’s　eye 　view は 不可能

だ っ た が，近 ご ろ は 有難 い こ とに 航空写真 とい うま こ と に

便利な もの が ある。航空写真 に は 地形 の ほ か，植生，入 工物

ま で細大も らさず克明 に 記録 され て お り，あた か もそ の 現

場 に い る の と同 じ よ うに 立体的 に 観察 で き る し，縮尺 に よ

っ て は地形を実際よ り，よ り誇張 し た 形で み る こ と もで き

る 。 活断層な ど を航空写真で み る と，な る ほ ど とそ の 新鮮

球 地 形 の 喰違い に あ らた め て驚 く こ とが あ る。ま た最近 の

航空写真とそ の 判読技術の 著し い 進歩に よ っ て ， 肉眼 で は

判別 し えない ，よ り多 くの 情報が驚くほ ど得 られ る よ うに

な っ た 。 岩石 の 種類 地 質構造 ， 断 層，土質，含水 量，地 表

温度，地 ス ベ リな ど， 土質工学関連の 事が らで も，航空写

真よ り得られ る 情報量 は ま こ と に多く貴重 な もの が あ る 。

　Bird’s　 eye 　 view の 最た る もの は 字宙衛 星 に よ る 写 真 で

あ ろ う 。 ア
ー

ツ 衛星 で 写 され た 日本列島の 写真をみ る とき，

小 縮尺 で ある にか か わ らず，そ の 精度 の 高 さと情報 の 多さ

に は ， た だ た だ驚 くほ か は ない 。も っ と も大 きな地 質構造

を み る に は よい が，土質 工 学対象 とし て は，やや小縮尺す

ぎ る きらい は ある が。
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方，昔 か ら使 わ れ て い る 標高 コ ン タ
ー入 りの 地形図も．

そ の 示す地形 や，植 生，人 工 物 の 状態 か ら，地下 の 性質を

判読す る 貴重な情報 を与えて くれ る もの で あ P，今な お 自

然をよ み と る の に 大 きな 価値を もつ もの で あ る。

4． 第四 紀学の すすめ

　Bird’s　 eye 　 view も，航空写真 も，地形図 も，さらに は

現地 に お け る 地形 や露頭の 詳細 な 観察も，それ ら が現 わ し

て い る 事が らの 意味 を読 み と る 能力 が ない 入 に と っ て は，

単なる 地表面 の 凹凸，岩 や 土 の 集 ま D，森や 林，家と田畑

の 分 布 に すぎな い
。 そ こ で 自然 の 語 りか け る こ と が らを理

解 し，そ こ か ら地盤 の 状態な ど の 情報 を聞き出す ため に は．

ど う して も地形学 や 地質学 の 基礎的な こ とがらを理解す る

こ と と ， ま た そ れ を実地 に 試 み て 経験 を積む こ と が 必 要 で

あ る 。 こ れ は何 もそ う高度な む ずか し い 学問や 技術 を要す

る こ とで は な く， 何 よ りも自然 現象 に 対 して興味 と愛情を

お ぼ え る人 で あ れ ば ， 誰 に で もで き る こ とで あ る
。

あ と は

戦後急速 に発展 した 「第四紀学」 の 基本的 な知識 とそ の 考

え方， 特に地 層や 土層の 成立 ち と地形 との か か わ り合い に

つ い て 理解を深 めれ ば よ い
。

　幸い して 最近は 「第四紀」 に つ い て は ， 専門書， 啓蒙書

を含め，良い 本 が多数出版 され て お り，土質基礎工 学に 関

係す る 方々 は，土質 の 専門書 と 同様 に 読まれ る こ とをお 勧

め し た い
1）klo）
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5． 今後の 予定

　 「第 四 紀」 や 「地形 」 に つ い て は，す で に 「土 と基礎」

誌上 で，立派 な 講座 がもた れ て い る の で ，今回は 肩の こ ら

な い 読み もの とい うこ とで ， 多少の 変更 は ある か もしれ な

い が，つ ぎの ような予定が組 ま れ て い る、

　ま ず典型的 な 滞積地形 で あ る
“

三 角州 と扇状地 の 自然
”

に つ い て ， ア メ リカ の 例 を日本 と比 較しつ つ 貝塚爽平先生

に よ り 2 回 に わ た っ て ， また 近 ご ろ話題 の 多い 活断層な ど

を中心 に
“

自然 が 語 る大 地 の 動 き
”

に つ い て 杉村新先生 に

紹介して い た だ き ，
つ い で

“

空中 写真を通 して み た自然
”

と題 し て 武田裕幸氏 に よ っ て 2 回 に わ た っ て書い て い た だ

く予定 で あ る。ご期待 い た だ き た い
。
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