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は じ め に

　筆者は海岸工 学の 分 野 に お い て，北海道 で 海岸侵食を初

め とす る一般的 な 海岸災害 の 研究 に 携 わ っ て きた者の
一人

で あ る 。 長年の 経験に よ れ ば， 海岸侵食 に か か わ る あ ら ゆ

る 要因 の 中 に は 土質工学 の 立場か ら論ぜ られ る べ き問題 も

もち ろ ん 多 い が ， し か し そ れ 以 外 の 諸要 因 の 重要性 の 方が

む しろ 優先 して い る よ うに思 わ れ る こ との 方が多い の で あ

る。

　した が っ て こ れ か ら述 べ る 海岸侵食 の 話 の 中 に は非常に

広 く解釈すれ ばもち ろ ん すべ て含まれ る こ とに なる の で は

あ る が ， 土質も含め た 地質工 学的要因，さ らに 拡大 し た 地

理 学的 な要因 が 主 た る役割を演 じて い る 場合 の 方 が多 く出

て くる で あろ うこ とを最初に お断わ ！ して お きた い。

1．　 海岸侵食の意味

　海岸侵食 とは 文字 どお り海岸が 削 り取 られ ，汀線が後退

して い く現象を指す。陸地 は 地球上 に そ の 姿 を現 した 時点

か ら気象 の 作用 に よ り侵食を受 け始 め る 運命 を授 か っ た。

い ま 地球表面の 約70％ が 海 で あ る が，大陸および大小 の 島

々 は す べ て そ の 縁辺 を海 に よ っ て 囲ま れ て い る。こ の 海岸

線に お い て 陸地 と海 とが領分争い を して い る。そ の 結果 あ

る 所 で は 陸側が削り取られ て ， 海岸線が陸側 へ 後退す る。

しか しそ の 削り取 られ た 陸地 の 部分 は岩石 ， 礫 ， 砂そ れ か

ら更 に 微粒子へと分解 は す る が ， 物質と して は存在し ， 陸

地 の 本体 か ら離れ て 海水中に 放 出 され る。そ れ らの 大部分

は流れ に乗 っ て 海岸線 の 近 くを移動す る が ， 中 に は沖合遠

くま で 運 ばれ て 再び 戻 っ て こ な い もの もある 。海岸線 そ の

もの が削 られ る ほ か に 内陸部 の 山地 や 平地 の 地表 も侵食 さ

れ ， 河川 に よ っ て海岸 へ 運ばれ て伸問入 り をす る。そ れ ら

の 大 小 の 粒 子 とな っ て 海岸近傍 の 海 中 へ 供給 され た 土砂，

岩 屑 等 が 波 お よび そ れ に 起 因 す る海 浜 流 に よ り陸地 の 縁 辺

沿 い に運搬され る 。 そ れ らの 物質は 自然の 法則に よ り， 陸

地 側 の さ らな る侵食を防ぐ働 き をす る よ うに海底 に再配 分

され て 新 た な る 海底 地 形 を形 成す る 。 こ の よ うな一
連 の 自

然現象 の こ とを海浜過程と呼 ん で い る 。 海岸侵食もこ の 海

浜過程 の
一

部 な の で ある 。 す な わ ち海岸 （陸地）か ら 削 り

取 られ た分 だ け の 土 砂 が 閉 じ た範囲内 の 移動 に よ っ て 再 び

元 の 場所 に 戻 っ て くる か，あ る い は その 範囲外 へ 去 っ て も，

ほ か か ら同量 の 土砂 が補給 され る場合 に は 侵食 は 生 じ な い 。

2．　 海岸侵食と地理的条件

＊
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　侵食 は海浜過程の 一
部 で あ る と言 っ た が

， それ で は海浜

過程 の 特色（こ れ が す な わ ち 海岸特性 とい うこ とに な る が）

は 何 に よ っ て 決 ま る の か 。海岸 は そ れ ぞ れ 固有の 地形とそ

の 海域 に特有 の 気象，海象 を抱 えて い る 。 こ こ で 広義 の 地

形 とい う語 の 中 に は 土質的 な 要素 も含 まれ て い る。

　海岸地 形 を大 別 す る と砂 浜 海岸 と崖海岸 とに 分 け られ る。

さ らに細分すれ ば砂浜 に も種々 あ っ て ， 何十 km に もわ た

っ て 続 く大規模 で 広 大な砂浜 も あれ ば，一名ポ ケ ッ F ビー

チ と 言 わ れ る よ うな ， 岬 と 岬 の 問 を結ん で 工〜 2k 皿 あ る い

は数 km の 弧状 の 砂浜 もあ る 。 また それ らの 砂浜 の 幅 （奥

行） も数米 か ら数百米 の もの ま で 千差万 別 で あ る 。 ま た 砂

浜 の 砂粒 の 大きさも細砂，粗砂，小礫 か ら大礫 ま で，そ の

粒度組成，比重等 も場所に よ っ て 様 々 に異 なる。

　北海道 に 限 らず
一
般に 海岸特性 とい う言葉を用 い る 場合，

海岸 に お け る 自然現象の 性格 を特徴づ け る 最大の 要素は 地

形 （地質も含め て）と気象で あ る とい うこ とがで きる。海

岸域 の 広範囲 の 利用 お よ び そ れ に付随して 発 生 した海岸保

全 の 問題 の い ずれ に対 して も極 めて 重要 な意味を持つ の が ，

海 に特有な現象 と して の 波 で あ る が，こ れ は風 に よ り発生

す る もの で あ る か ら，原因 は 気象 に ある 。 海岸 に来襲 す る

波 の エ ネル ギーの 大小 お よ び そ の 局地的分布 の 違 い に よ っ

て 種々 の 特徴あ る海岸 の 現象が 派生す る 。沖 で 発生す る 波

浪 の 大小 は ， そ の 海岸に 関係す る 広 い 海域 に お け る 気 象

（主 と して風）の 特性 に よ っ て定ま る 。 例えば台風 の 常襲

地帯 で そ の 経路上 に位置 して い る とか，冬期季節風 をま と

もに受け る 海岸 で ある とか ， あ る い は特定の 季節に 発生 し

やす い 低気圧 の 通路 とか い ろ い ろ の 原因が考え られ る 。 こ

うし た広範囲 の 関係海域 に お ける 気象の 特性が基本的に は

海岸特性 に 強 い 影響を及ぼす 。

　次 に そ れ よ り も さ らに 端的 に，海岸 に来襲す る 波の エ ネ

ル ギー
分布 に直接 か か わ りの 深 い の が 海岸地形で あ る。先

に海岸は砂浜 と崖海岸に 2 大別 され る としたが， こ れ ら両

者を含め て ， そ の 海岸正 面 の 海底断面形すなわ ち海底勾配

と地図上 に 表 され る 平面形す な わ ち 海岸線 の 線 形 や 方 位

（海岸 の 向き） が重要 で あ る 。 例 え ば NE か ら SW に 向か
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っ て 走 っ て い る とか ， あ る い は海岸線 に直角 に沖 へ 向け て

引 い た法線 の 方位等 で 表 され る もの で あ る。 こ れ は波浪が

あ る 海岸 に対 して 斜方向か ら入射す る とか ， 真正 面 か ら入

射す る とか い うよ うな波向き の 問題 に重要 な 関係 を持つ
。

　次に は海岸 の 地質 が 関係す る。数十 km に もわ た っ て 延

々 と続 く広 い 砂浜 で あ っ た り，また こ れ とは 対照的 に崖海

岸で あ っ て ， さら に そ の 崖を形成す る岩質 に も硬軟種 々 あ

る 。 硬 い 緻密な火成岩の 断崖絶壁 や 脆い 堆積岩 か らなる崩

れ や す い 崖 ま で 様々 な地質 の 崖海岸があ る。さ らに 海岸 の

砂浜や海底表層 を形成す る底質の 粒径， 比重 な ど もそ の 海

岸 の 特性 に海浜過程を通 じて 影響 を及ぼ すが ， そ れ ら底質

は 陸地 の 地質構造，岩石 の 種類 や 性質な ど と密接な関係 を

持 つ 。

　以上を ま とめ る と， 1）関係海域 の 気象事情 に 基 づ く発

生 波 浪 の 特 性。2）海岸線 の 方 位 （走向） お よ び 海底勾配

な ど の 地形上 の 特性 。 3）海岸の 地質 （砂浜，崖海岸 な ど

の 相違 も含 め て ）お よ び 底質に 関す る特性 。 以 上 の 3 要素

が そ れ ぞ れ 複雑 に 組 み 合 わ され ，そ の 総合 的 な影 響 を 長年

に わ た っ て 受け続 ける こ とに よ り， 他 の 海岸とは異な る性

質 す な わ ち海岸特性 を 示 す よ うに なる と言 うこ と がで き る 。

3．　 北海道の海岸の 地理的条件

　3．1　全 般的 に見 た 北 海 道 の 海岸地 形 の 特徴

　図
一 1 に北海道全体 の 平面図 を示す 。 北海道は そ の 周囲

を太平洋，オ ホ
ー

ツ ク海 お よ び 日本海 の 3大海洋 に と り囲

ま れ て い る。ま た そ の 間 に は 津軽海峡，宗谷海峡 ， 根室海

峡 が介在 して い る 。 図か ら分か る よ うに 西部 の 渡 島半島を

除い た本体部分は ほ ば平行 四 辺 形 に 近 い 形 を して い る。し

た が っ て そ の 四 辺 に相当す る太平洋側 の 日高海岸，十勝海

岸 そ れ か らオ ホ
ー

ツ ク 海側の 海岸お よび 日本海側 の 海岸線

の 走向 は 2 つ ずつ 対を な し て い る 。 す な わ ち十勝海岸 と 目

本海側 の 大部分 の 海岸 が お お むね 平行に近 い 形で SW か ら

NE に 向か う方向 に 配置 され ， オ ホ
ー

ツ ク海側の 海岸線 と

太 平 洋側 の 日高海岸 と が ほ ぼ平行で NW か ら SE の 方向 に

走 っ て い る。胆振海岸 も十勝海岸 と平行 して お

り，
SW か ら NE 方向 に走 っ て い る。こ れ らの

中で も胆 振海岸，十 勝海岸，オ ホ ーツ ク海側 の　；／　IDO
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ま

湧別海岸 ， 日本海側 の サ ロ ベ ッ 海岸，遠別海岸， 妾

石狩湾奥部，木古内海岸な どは 文字通 り単調 な

長大砂浜 で あ る。日高海岸 の み は全 体の 走 向 は

図の よ うに 直線状 に見 え る が ， 細か く見れ ば多

数の ヘ ッ ドラ ン ドに 境 され た大小 の ポ ケ ッ トビ

ーチ の 連続で ， 単調 な直線で は な い 。上 に 地名

をあげた 海岸は い ずれ もれ っ き と した砂浜海岸

で あ る。そ れ 以外 の 場所 は走向 は 同 じで も主 と

して 崖海岸で あ る。わ ず か の 前浜 を伴 う揚合 が

多い が， 高い 崖，低 い 崖あ る い は断崖絶壁 の 本

格派崖海岸な ど様々 で あ る 。

September ，1989
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　 　 　 偉経海L：、 　 　 　 　 　 太平洋

図
一1 北海道 の 海 岸線

　以上 の よ うな海岸線 の 走向 を海岸地形上 の
一

っ の 特徴 と

して取 り上げた理 由は 後 に詳述 す る が ， 海象 との 関係で 海

岸線に対す る波 の 入射方向 との 聞 に重要な 関係が成立 して

い る こ とに よ る もの で あ る。

　次に もう一っ の 地形上 の 特色 とし て 重要なの は図
一2 に

概略 を示 す海 浜 断面 の 形 ， す な わ ち そ れ ぞ れ の 海岸前面 の

海底勾配 で ある 。 図 で は 縦縮尺 は横の 25倍 に と っ て あ る。

こ れ で 明 らか な よ うに太平洋側 とオ ホ ー
ツ ク海側 お よ び 日

本海側北部 （サ ロ ベ ッ ， 遠別海岸な ど）は全般的 に陸棚幅

が広 く，した が っ て 緩勾配 の 海岸 が多い が ， 目本海側 の 特

に渡島半島で は陸棚幅 が 極度 に狭 く急勾配 の 海岸が多い e

ま た 同 じ 日本海側 で も石 狩湾奥部 な ど は 例外 で 極め て 緩勾

配 で あ る 。 図
一3 に比較 の た め全国 の 海岸 の 陸棚幅 （星野

通平 に よ る ）を示 すが，こ れ に よれ ば北海道 の 海岸 は 渡島

半島以外 で は全国的に も ほ か よ り緩勾配の 海岸が多い こ と

が分 か る 。

　　

・・

曇
舅壼

10角

2〔1［）

図
一2 北海道 各地海岸 の 海底 勾配
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図一3　 日本近海 の 大 陸棚 の 断 面 とその 位置 （星野通平に よ る）

　3．2　北 海道の 3海域の 気象，海象 の 概略

　太平洋側の 特色は 4月か ら10月ま で を夏期 と呼ぶ こ とに

す れ ば ， こ の 半年間は SE〜SSE 方向か らの うね り性 の 波

浪が来襲す る 期間 で あ る 。 個 々 の 地点 につ い て は局地的 な

波向 に多少 の 差 は あ る が，全般的に 見た 揚合 こ の 期間 の 卓

越波は太平洋上遥 か の 外洋 に 発生す る 台風 に よ っ て 生 じる

うね りで あ っ て，そ の 波向 は陸棚上沿岸部 に 達す る まで は

ほ とん ど が SE〜SSE で あ る。しか し稀 に台風 が 北海道 の

太平洋岸を直撃す る こ と も皆無と は言え な い
。
1979年の 台

風16号および20号 の よ うに 強 い 勢力を保持した ま ま沿岸を

かす め，一
部地域 に 上陸 し た よ うな例も あ る 。 ま たこ れ ら

の ほ か に 発達 した低気圧 が 日本海 か ら太平洋 へ 抜 ける場合

の 波もあ る。そ の 場合 に は低気圧 中心 の 経路 が北海道の 北

を通 る か南を通 るか に よ っ て 波向きは W か らE ま で の 間で

変化す る 。 11月 か ら翌年 3月ま で の 冬期間 は太平洋 の 沖か

ら来 る うね りは非常に 小 さ くな る が， こ の 間 は西高東低 の

冬型気圧配置 に よ る NW 〜W の 季節風 に よ る波が 支配 的

に なる。した が っ て 太平洋側 で は 日高海岸 と十勝海岸の 東

半分が影響を受 ける こ と に なる 。

　以上 の よ うな年間を通 じ て の 波向分布 に よ っ て ，特 に 日

高海岸で は波に よ る沿岸流 の 流向 に極めて は っ きりした 特

徴 が 現 れ る 。 す な わ ち夏期 に は東か ら西 へ 向 か う流れ が 卓

越 し ， 最盛期の 8月頃 に は 全体 の お よ そ 80％が西流 20％

が東流 と い う状況が出現す る 。 こ れ に 対 し冬期 に は卓越流

向 が全 く逆転 し，2 月頃 に は東流 が80％とい う状況 に な る 。

　日本海側海域 の 海象特性 は 上記 の 冬期間 の 北西季節風 の

影響をま ともに受け る こ とに尽 きる と い っ て よ い
。 冬期間

は 日本海側海岸 は ほ ぼ 全域 に わ た り激 しい 風浪 を受 け ， 各
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種の 海岸災害もま た こ の 期間に集中する 。 しか し夏期 は太

平洋側と は全 く逆 で ，特に 5 月 か ら 8月 の 中 ご ろ ま で の 間

は 極 め て静穏な 日々 が多い 。 な お台風 に関して は こ れ も極

め て 稀で は ある が，対馬海峡や朝鮮半島南部を通過 した台

風 が 目本海 に入 っ て 再び 発達 し，北海道 の 西岸を か す め る

場合 が あ る 。 昭和29年 の 洞爺丸台風や渡島半島か ら積丹半

島西海岸 の 港湾，漁港施設 に 大被害をもた ら し た昭和 34年

の 台風 サ ラ な ど の 例が想起 され る 。ま た 日本海側 で は 対馬

暖流が北海道の 西海岸沿い に北上 し て お り，そ の
一

部 は宗

谷海峡 を通 っ て オ ホー
ツ ク海に入 り， 沿岸 ぞ い に 南下 し て

い る 。 した が っ て 日本海側 の 海岸で は流速は 小 さい が 全般

的に北向きの 沿岸流が卓越 して い る 。

　オ ホ
ー

ツ ク 海側 は 冬期 の 流氷，結氷 に よ っ て 特徴 づ け ら

れ る。例年 1月 か ら 3 月 まで の およそ 3 か 月間 はオ ホ ーツ

ク海北部お よ びサ ハ リ ン 東海岸 に 発達す る海氷が南下接岸

して ， 北海道側沿岸
一
帯 の 海面を覆 う。こ の た め 冬 期 間

（1〜3 月）は波浪は ほ とん ど問題に な らない。氷 の ない

春か ら秋に か け て の 期間は ， や は り北海道周辺 を西 か ら東

へ 進 む低気圧 の 発生数 と， そ の 通過が北寄りか南よ りか な

どに よ っ て 風向 ， 風速が 変 わ り， し た が っ て オ ホー
ツ ク海

岸へ の 来襲波向 も ENE か ら NE まで の 問 で い ろ い ろ 変化

す る 。 オ ホーツ ク高気圧 の 発達す る 夏期 に は ENE 寄 りの

うね り性 の 長周期 の 波が多い ようで ある 。 また流氷 の 来る

直前 の 12月 頃 に 主 と して NNE 方向 か らの 激 し い 風浪が来

襲す る こ とが多く， こ の 時期に構造物の 被災例 も多 くな り，

また 海浜過程も活発に な る 。

4．　 海岸侵食の実態と問題点

　侵食海岸 と
一
般に言 わ れ て い る海岸名 を挙げて 行く と，

北海道の 砂浜海岸は ほ と ん ど 全部含 ま れ て し ま うで あろ

う。何故な らば現在海岸保全 を必 要とする と考えられ て い

る海岸線 の 総延長 は約 1932km （北海道の 海岸線総 延 長約

4301k 皿 の うち）で ， こ の 中 で 海岸法 に よ る保全区域 の 指

定を受けた 海岸 が 1700km に も達して い る 。 そ れ で は こ

れ ら の 膨大な 延長の 海岸 が現 実 に毎年 どん どん 侵食 され て

い る と言 うこ とに な る の で あ ろ うか。

　こ こ で 最初の 海岸侵食 の 定義ある い は意味を思 い 出 して

み よ う。 砂浜 の 汀線は日常的に前進 ， 後退の 変化をそ の 日

そ の 日 の 波 の 状況 に応 じて繰 P返 して い る 。 そ の 変化 は年

間 を 通 し て あ る 時に は 特に 後退 の 目立つ 時期が あ っ た P，

ま たそ の 逆 に前進，堆積 が 目立っ 時期 もあ る 。 また時期ば

か りで は な く同じ海岸線上 に お い て も局部的 に ， 場所 に よ

りそ の よ うな変化 を生 じて い る こ と も あ る。しか し安定海

岸 と して 位置づ けられ る よ うな海岸にお い て は ， 時間的，

揚所的 に絶 えず変化を しなが らも，全体 と して 長時間 で 見

る な らば ， そ の 収支は ほ とん どバ ラ ン ス を保 っ て い る の で

あ る 。 具体的 に は侵食海岸 の 例を挙 げる前 に，まず今述 べ

た よ うな安定海岸と考え られ る砂 浜 海岸 の 例 に つ い て 見 る

土 と基礎，3卜 9 （38D）
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こ とに す る 。

　 図一 2 の 北海道各地海岸 の 海底勾配 に 示 した各海岸 の 海

底断面図 の 中で 最 も緩勾配 の 石狩湾 につ い て ， ま ず最初に

見 る こ と にす る 。こ の 海底断面 は 湾奥部 の 銭函 か ら知津狩

の 間，約 27km の 平坦 な 砂浜 の 中央付近 に お け る平均的 な

海底勾配 を示 して い る。こ の 海岸に つ い て は 古 い もの で は

大 正 11年 の 5 万 分 の 1 の 地図が あ り，そ の 後現在 に至 る ま

で数回 の 測 量 に よ り地 図が改定さ れ て い る が，そ れ ら を重

ね合わ せ て み て も 砂浜海岸線に 大きな 変化 は 認 め られ な

い
。 5 万 分 の 1 の 縮尺 で あ る か ら も ち ろ ん カ ス プ の 消長 な

ど細部の 変化 は不明 で あ る が ， も し こ の 海岸 が侵食性 の 海

岸 で あ っ た とす る な らば汀線位置 は当然ず れ て く る はず で

あ る 。 し か し数十年間 に わ た りそ の よ うな変化は認 め られ

な い 。したが っ て こ の海岸 は 現状で 平衡状態に達 して 安定

して い る と判 断 で き る 。 そ れ を裏付 け す る よ うに こ の 海岸

で は こ れ ま で に 決壊 とか堆積な ど問題 に なっ た ようなで き

事が全 く報道され て い な い。ま た石狩川河 口 の ほ か に も新

川 ， 星 置川，知津狩川 な ど 中小河川 が砂 浜 に 河 口 を開 い て

い る が ， 河 口 閉塞 などの 災害 も発生 して い な い
。 最近 こ の

海岸 27k 皿 の 全延 長 の ほ ぼ中央部 に 石 狩湾新港が建設 され

た が ， 長大な防波堤 の 出現に もか か わ らず ， 大局的 にみ て

周囲 の 海岸に特定 の 変化を生 じて い な い こ となどか ら，こ

の 砂浜が安定した海岸 で あ る と考 え られ る の で ある 。い ま

の 石狩湾奥部 の 砂浜海岸 は極め て 大規模な砂浜 の 例で あ る

が ， 規模 が遥 か に小 さくて も余市の 大浜海岸，浜 中海岸 の

よ うに 波向き に 直角 に な っ て 安定 して い る海岸 の 例 は多数

見受け られ る。こ の よ うな海岸で は短期的 な変動を別 に す

れ ば本格的な侵食は 生 じ ない の で あ る 。

　別 の 例 と して 十勝海岸を あ げて み よ う （図一4）。 正 式 に

は納沙布岬か ら襟裳岬ま で の 間 を十勝釧路沿岸 と呼び，そ

の
一

部 に 相当 し て い る。こ こ で は 十勝川河 口 を 中央 に して

東 は 釧路港か ら西 は 十勝港 （広尾町）ま で 約 120km の 長

さで緩弧 を描 く長大な砂浜海岸 を指す 。 も っ と も西端に近

襟裳岬

September，1989

図一4 十 勝の海 岸線

い 大樹 町 か ら広 尾 町 に か け て の 約 20km は 後 に 述 べ る よ う

に 汀線は砂 浜 で あ る が ， 全体 と して は 侵食性 の 崖海岸 と見

な し得 る 地形 な の で ，こ の 部分 を 除 き生花苗 （オ イ カ マ ナ

イ）沼 まで を砂浜海岸 とす る 方が 正 し い の か も知れ な い
。

こ の 海岸 もそ の 大部分が 自然 の ま ま の 状態に 置か れ て お

）1 ，両端 の 釧路港，十勝港 を 除 い て は そ の 120km の 問 に

大樹，大津， 厚 内， 白糠 の 漁港 が あ る だ けで ， 生花苗，湧

洞，長節 な ど の 海跡湖 が 長大 な 砂州 に よ り太平洋 と境 され

て お り，十 勝川河 口 も一
部河 口 工 事 が 行 わ れ て は い る が，

なお 自然状態に近 い
。 こ の よ うな状態 で 全体 と して は 無防

備 に近 い 海岸で ある が，昭和 54年 の 20号台風 に際して も海

岸そ れ 自体 の 侵食 に よ る 被害 は ほ とん ど 見 られ な か っ た

（た だ し釧路西港付近 は事情が異な る の で ， こ の議論 か ら

は 除 く）。

　 汀線 の 平 面形 に つ い て 見 る と広 尾沖 か ら白糠沖 に 至 る 約
96km もの 長 い 距離にわ た っ て

一
定 の 緩弧 の 形を保 っ て お

り ， こ れ も古い 時代か らの 5 万 分 の 1 の 地図 に よ る 限 り変

化は 認 め られ ない
。 こ の 中で 広尾 か ら十勝川河 口 に至 る延

長 80km の 海岸線に つ い て は 半径 103　k皿 の 円弧 に ぴ た り

と一致 し て い る。こ れ と全 く同 じ こ とは 延長 65km の 湧別

海岸が半径 135km の 円弧 ， 稚咲内か ら豊岬まで の 延長 45

km の サ ロ ベ ッ 海岸が半径　155　km ，苫小 牧海岸が 半径 34

km の 円 弧 で 表 され る な ど，安定海岸の 一つ の 特徴と して

あ げ る こ とが で き る。そ して こ れらは図一2か ら分か る よ

うにい ずれ も非常 に 緩勾配 の 海 底 地 形 を持 つ 海岸 で あ る。

以上 の よ うな安定海岸 で は例え一
時的な原因で 侵食が発生

した場合 で も， 放置 して お く と何時 か 元 に戻 る。か え っ て

慌 て て護岸 な どを設け る と，そ れ が適切 で な か っ た 場合に

は回復 し難 い 状態 に まで 至 る こ とが あ る の で慎重 な対応が

望ま れ る。

　海岸侵食 に つ い て述べ るべ き本項 に お い て 侵食 の 話 が さ

っ ぱ り出て こ な い で ， 以上に お い て は専 ら侵食 の 生 じ ない

海岸 の 例ばか りを あ げ て きた。要す る に 例 と して あ げ た石

狩湾奥や十勝海岸な ど の よ うに ，砂浜海岸 の 安定とい う点

に関 して は前面 の 海底地形 と，沖か らの 来襲波の 波向きが

重要 で あ る が，何 よ り も緩勾配 の 海底地形 （陸棚幅の 関係

も含 め て ） の た め，屈折に よ り最終的 に は 汀線に対 して ほ

ぼ 直角 に波 が入射する とい う条件が ， 安定海岸と して の 最

も重要な条件 で あ る と言 っ て よ い 。

　そ れ で は今度は そ うした条件 を満 た せ な い 海岸で は何処

で も侵食か と言 え ば，必ず し もそ うで は な い が，概 して 侵

食性 の とこ ろ が多い とは 言 え る。そ の よ うな海岸で は辛う

じて 平衡が保た れ て い て も，何 らか の 原因 に よ り平衡が一

た ん破れ る と，そ れ は も う再 び 元 に 戻 れ な くな り侵食 が一

方的 に進 む と い うよ うな こ と に な る場合が多い
。

　十勝海岸 の 中の 1部 で あ る広尾 町 か ら大樹町 へ か けて の

通称野 塚 の 崖海岸 の 侵食は 古 くか ら話題 に な っ て い る。こ

こ は 大樹 か ら 広尾 へ と，
い わ ゆ る十勝海岸の 最西端 に 当た
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る約 20km の 海岸 で ，汀 線 は 砂 浜 海岸 と して の 形態 を と る

が ， 平坦 な 砂浜 の 幅 （奥行） が 狭 く， 大樹付近 で は 砂浜幅

が 10〜201nくらい で ，そ の す ぐ後 が 浜崖（高さ は 5 〜10m）

に な っ て い る。そ の よ うな 平 らな砂浜部分 は 広尾町 に 入 る

と さらに狭 くな り， 5m 以下 とい う所 も多くなっ て くる。

　 こ の よ うに 浜幅 が狭 い とこ ろ で は，波 の 打上げに よ り後

の 崖 の の り先 が 削 られ，い わ ゆ るV ノ ッ チ状と な っ て や が

て は上部 の 崖が崩落す る よ うに な る 。 平面図上 にお け る汀

線 の 位置 は変化 して い な い よ うで も，そ れ は後方の 浜 崖 の

決壊 に よ り補給 され て維持され て い る揚合が多い
。 こ の よ

うな場所は汀線位置に著しい 変化 が 見 られ な くて も侵食海

岸 の 分類に入 れ られ る 。

　 こ こ にお い て そ の 後方 の 浜崖 の 地質 （土質） が 問題 に な

る 。 崩落 した 部分 の 土 砂礫 は 汀線 に 供給 され る の で あ る

が ， 粒径 が 小 で 比 重 の 軽 い もの はす ぐに 汀線 か ら運 び 去 ら

れ る。波向きが 汀線 に 直角 に 来襲す る海岸で は
一
般に岸沖

漂砂 が支配的 で は あ る が，そ れ で も局部的に は沿岸流， 離

岸流 が発 生 す る の で ，微粒 で 軽 い 土砂 は 汀線近傍 に は 滞留

し難い
。

　先 ｝と海浜過程の と こ ろ で 触 れ た よ うに，砂浜汀線 を形成

す る砂 礫 は ， そ の 海岸 の 地 理 的条件 に よ っ て は遠隔 の 他の

海岸で 生 産 され た砂礫や ， 近 くに河 口 を持 っ 河川 か らの 流

出物が運 ばれ て くる 場合 もあ る が，主 と して は そ の 土地 の

陸地 側 か ら供給 さ れ た物質に よ っ て 構成され て い る 。

　上記 の 大樹 か ら広尾 に至 る崖海岸の 中で も特に豊似川河

口 付近 か ら十勝港 に か け て の 海岸は ， 崖 の 土 質 が径 10c 皿

程度 の 礫 を含ん だ堆積岩よ り成 っ ぞい る こ と ， また 楽古川

などを中心 と した大小 の 急流河 川 よ り流下す る 大小 の 礫 に

よ っ て ， 汀線近傍 は全 くの 礫海岸 とな っ て い る。こ の 付近

前面 の 海底地形 は 岸 か ら急 に水深 が大 と な り，こ の 浜 勾配

も 1110程度 の 急勾配 で ある 。岸 か ら約40m 離れた所で 水

深は
＿5．0〜− 6．Om （T ，P．基準）に達す る 。 そ れ か ら先 の

沖の 方は次第に緩勾配に な っ て ， 水深
一10m の 等深線に達

し，そ の 先 は非常に緩勾配 の 十勝海岸沖の 海底地形 と一致

す る 。

　 こ の よ うな海底地形 の 所 で は 沖波 が 勢力 を保 っ た まま汀

線近 くま で 到達 し て ，い きな り砕波す る と い う海岸保全 の

立揚か らは最も好ま し くな い 状況が出現す る。沖波は同一

で あ っ て も，十勝海岸の 他 の 揚所 の よ うに岸ま で
一
貫 して

緩勾配 が続く地 形 の 所 と比 較 し て，汀線に作用 す る波力 が

非常に大きくな る とい う特徴が あ る 。

　十勝海岸全般 の 海底勾配 は 図
一2 の とお り，道内 の ほ か

の 多 くの 海岸 と比 較 し て も劣 ら ぬ 緩勾配 で あ る が，歴舟川

以西 の 崖海岸 に お い て は西 へ 進 む ほ ど前面 の 汀線付近 の み

が 急勾配 に な り，そ の ため 汀線 に 対す る波当た りが勾 配 に

比 例 し て 強 くな る。幅の 狭 い 砂 （礫） 浜 越 し に 後の 崖 の 脚

元 を崩す力 も増大す る。底質粒径 と前浜勾配と の 問に一定

の 関係 （粒径が大 な る ほ ど急勾配 ）が成立 す る こ と は海岸
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工 学 で は 周知 の 事実 で あ る。海底地形に 関 し て は水深
一10

m 等深線 あ た りま で の 海底勾配が ほ とん ど等しい 十勝海岸

で ，同 じ沖波が来襲す る場合で あ っ て も，

− 10m か ら汀線

に 至 る ま で の 間 の 海底勾配 の 違 い に よ り， 十勝川河 口 を中

心 とす る中央部
一
帯 と歴舟川以西 の 広尾 に 至 る

一
部海岸 と

で は，侵食 とい う現象に っ い て は 海岸 の 性質が全く異 な る

の で あ る 。

　 以 上 は 全体 と し て は 安定海岸 で あ るた め の 条件を備 えて

い る に もか か わ らず t 底質粒径 が 粗粒 す ぎて か え っ て侵食

を助長す る よ うな岸深 か の 海底地形が形成 され ， そ の 結果

侵食 を受 け る とい う， 底質粒径が原因 と も言 え る 形式 の 侵

食 の 例 で あ る。しか し一
般 に 侵食現象 が生 じる の は 決 し て ．

そ の よ うに単純で は な い 。 先に も述 べ た よ うに前面 の 海底

地形が急勾配 で ， か つ 波向きが 汀線に対 し て 斜方向か ら入

射す る 海岸 は 砂浜 で も崖海岸 で も確実 に 侵食 の 発生 しやす

い 海岸 で あ る と言 っ て も誤 りで は ない 。し か しまたそ れ に

も千差万 別 い ろ い ろ の 程度が あ る。

　 太平洋岸 の 日高海岸は古 くか ら侵食海岸と の 烙印を押 さ

れ て きた海岸で あ る 。 こ こ は前述 の よ うに襟裳岬か ら苫小

牧付近 ま で の 海岸線は 全体と して NW 〜SE 方向 に走 っ て

い る 。 し か し詳細に み る と決 して 直線状 で は なくて ，大小

の ポケ ッ トピー
チ や 小 さ な 湾などの 連続 し た 海岸線 で あ

る 。日高海岸線 の 平均的方位 に 対 して ， 夏期 の 卓越波向は

SSE 〜SE で あ るか ら ， 平均して海岸線に約 30°

の 入射角

で 入 る こ とに な る。こ の 海岸 の 海底勾配 は 図一2か ら分 か

る よ うに ， 十勝海岸な どよ りも全般 に 急勾配 で ，した が っ

て波の 屈折率 も小 さ くほ ぼ 汀線 に対 し て 30
°

の 角度 で入 っ

て くる。し か し こ れ は あ くま で も平均的 な数字で あ っ て，

上記 の よ うに大小 の ポ ケ ッ ト ビーチ が連な っ て い る の で ，

個 々 の ビー
チ の 汀線 で は地点 ごと にそ れ ぞ れ 入射角が異 な

り，場所 に よ っ て は 汀線 に 正 面 か ら入 射す る とこ ろ もあ る

一
方 で 非常な鋭角で 入 る とこ ろ も あ る 。 しか し全般的 に夏

期 の 卓越波 （主 と して 沖か ら の うね b） に対 し て は 沖 に 向

か っ て 斜め左 よ り波 が 来 る 海浜 が 多 く，そ の よ うな揚所 で

は 漂砂 は右向き （西向き） の 沿岸漂砂 に な る。結果 と して

そ の よ うな ポケ ッ トビー
チ で は，ビー

チ の 中央 よ り左側半

分 の 浜 の 砂 が右側へ運び 去 られ，東側半分の 砂浜 が 決壊状

態に な る 。 しか し冬期 に入 る と波向 きが
一

変す る 。 夏期 の

台風 に よ る SSE〜SE 方向 か らの うね りが，冬期季節風 に

よ る W 〜WNW 方向か らの 風浪 に 変わ る 。 した が っ て ボ

ケ ッ トビー
チ の 海浜 で は夏期 とは逆に ビーチ の 西側半分 が

侵食 され，そ れ が東側半分に 漂砂 とな っ て 移動す る と言 う

海浜 過程が出現す る 。 それ で一
つ の ビー

チ に つ い て 1 年間

を平均すれ ば ，
プ ラ ス ，

マ イ ナ ス 合わせ て ゼ ロ とい う結果

に な り， 目に っ い た 侵食，堆積は 変化 の ある 時期 に お け る

過程を示 して い る に 過ぎない の で ある。また
一

っ の ヘ ッ ド

ラン ドを越え て 隣接 の ビー
チ へ 移動す る 漂砂 も当然あ る と

考 え られ る が，河川 か らの 補給 もあ っ て ， こ れ らの 収支に
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関 し て は ま だ 十分 に 明 らか に さ れ て は い な い 。

　 導流堤な ど 自然 の ヘ ッ ドラ ン ド以外 に 沖 へ 向か っ て突 き

出 た 海岸構造物 が 出現 す る と，上記 の よ うな 自然状態 で の

漂砂 の 移動が さま たげ られ て ， 部分的 に 決壊した ま ま 回復

され な い 浜 が出現す る こ とに な る 。 日高海岸が従来侵食海

岸 とみ な され て き た の は，前 面海 底 がや や 急 勾 配 な こ とお

よび夏期，冬期で 波向き が正 反対に変化す る こ とに よ り，

汀線に対して波が左右 い ずれ か の斜方向か ら入射す る こ と

が 原因 で ， 部分 的 な 汀 線 の 前進後退 が 目立 っ た こ とが 大方

の 理 由 だ っ た の で は な い か と も言 え そ うで あ る。しか し実

際 に一
方的侵食を受けた 海浜 も局部的 に は 存在 し，こ の 問

題 の 難 し さ を示 し て い る。つ い で に 日高海岸 の 底質 も日高

山脈 よ りの 急流河川 に よ る 運出物 が多 い た め，平均 して 粗

粒 で あ り，新冠付近などで は 汀線近傍 が 急勾配 （岸か ら急

に 深 く な る） の 海底地形が特徴で あ る こ と も事実で あ る 。

　以 上 の よ うな 自然条件の 特殊性に起因す る もの の ほ か に

全 く人 為的な 原因 に よ る 侵食も しば しば見受け ら れ，最近

で は む し ろ そ の 方 が 多 くな っ て い る の で は ない か と思 わ せ

る 事例 も多 い 。 その 最 た る もの は海岸 に おける 砂採取 で あ

る 。昭和 30年代 か ら40年代 に か け て の 高度成長期 の 建設 ブ

一ム に よ り細骨材と して の 砂 の 需要 が急増 した 時期 にお け

る海砂 の 採取 は ま こ とに壮観 と もい え る状況 に あっ た。数

年 を経ず し て そ の 影 響 が各所 に現 れ て き た の で あ る 。識者

の 警告等 もあ っ て最近 で は 海砂採取 も当時 よ りは 減少 し た

よ うで あ る 。 しか し一度後退 した砂浜汀線 は容易 に は 回復

され ず ，そ の 痕 跡 を 各所 に 留 め て い る。河川改修 や 上流の

ダ ム の 出現 な ど が一
層 こ の よ うな状況 に拍車をか けた の で

あ る。

　ほ か の 大 き な 人為的な原因 と し て ，こ れ も局地的で か っ

止 む を得 な い 事情 に よ る こ と で は あ る が，港湾施設 （防波

堤）の 建設 に よ る 海岸侵食が挙げ られ る e こ れ は安定海岸

に お い て も例外 で は な い
。 ま た大変皮肉な こ とで は あ る が ，

海岸保全施設 （護岸な ど）の 計画 が現地 の 海浜 過程をよ く

研究 し なか っ た結果，適切 で な か っ た よ うな揚合に，保全

施設の 存在が か え っ て 侵食を助長 し た よ うな海岸も存在す

る。

　以上述べ て き た よ うに 海岸侵食と い う現象 は ま こ と に複

雑な種々 の 要因 の 複合 に よ っ て 発生 し て い る もの で ， 単に

地質とか 土質だ け の 問題 で は な い と い うこ とに な りそ うで

あ る 。
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