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‘‘

関西 の 大 深度地盤特性講演 シ ン ポ ジ ウム
”

開催 され る

　　　　　　　　　土質工 学会関西 支部
“

関西 の大深度地盤および地質構造 とそ の特性の研究委員会
”

　平成 2 年11月 8 日 （木） に ， 大阪市内建設交流館

グ リ
ーン ホ ール にお い て 200名の参加者 を得て ， 表

記 シ ン ポジウ ム が土質工 学会関西支部 と土木学会関

西支部 の 共催 で行わ れ た
。

　地価高騰 を契機 と し て地下利用 の 機運 が高ま っ て

い る が， こ れ以外 に も都市再開発 ， 都市景観上 の 問

題な どの 社会的要請か ら地下利用 の 需要は ますます

増 え続ける もの と考 え られ る。

　関西に お い て も地下利用の た め の 大深度地盤 の 利

用 とい うもの につ い て の 研究 の 必要性 が高ま っ て き

た 。
し か し ， こ の よ うな研究は ， 関西 の 地盤 を絶 え

ず念頭 に置 きなが ら行わ な い と実 り少 な い も の に な

る の は必 定の こ と で あ り ， まず大深度地盤 の 土質工

学 ・地質学的特性 の 把握が重要で あ る 。

　 こ の よ う な情勢を踏ま え て ， 土質工 学会関西支部

で は 「関西 の 大深度地盤お よび地質構造とそ の 特性

の 研 究委員会 （委員長 ：足立紀尚）」 を平成 元 年 度

か ら発足 させ 活動 を続 け て きた 。 また ， 別 に関西 の

学
・官 ・民 が協力して 厂地下空間 の 活用 と技術 に関

す る研究協議会 （座長 ：土岐憲三 ）」 が ， や は り平

成元年度か ら研究 を開始 し，研究委員会 と も連携を

保 ちなが ら活動 を行 っ て い る 。

　 こ の よ うな状況 の 中で ， 大深度地盤 の 地質学 ・土

質工 学 ・地震工 学的特性 と大深度地盤調査法 の現状

把握 と将来展望 を行 うこ とは今後 の 研究に とっ て有

益で ある と確信 し ， 表記 の 講演 シ ン ポジ ウム を開催

した次第で あ る 。

　 当日 は次 の 方々 に話題提供 の 講演 をお願 い し ， そ

の 後で フ ロ ア
ー

との 自由討論 を行 っ た
。 講演 の 題 目

・演者，
コ ーデ ィ ネ

ー
タ
ーは 次の と お りで あ る 。

「大阪盆地 の 構造J

　　　　　　 藤 田和夫 （断層研究資料セ ン ター）

「大阪地盤 の 地下構造」

　　　　　　 中世古幸次郎 （神戸 山手 女子 短期大学）
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「大阪盆地 の 地 下 水 と温泉」

　　　　　　 鶴巻道二 （  日本地下水 理科学研究所）

自由討論 u 一ディ ネ
ーター

松井　保 （大阪大学 工 学部）

「反射法な どに よ る 大深度地下調査 」

芦 田　譲 （京都大学 工 学部）

「関西 の 大深度地盤調査」

自由討論

中川康一 （大阪市立大学理学部）

コ ーディ ネータ
ー

足立紀尚 （京都大学 工 学部）

「地下に お け る地震動特性」

　　　　　　 岩田知孝 （京都大学防災研究所）

「大阪盆地 の 地震動」

　　　　　　 鳥海　勲 （大阪工 業大学）

自由討論　　　コ ーデ ィ ネ
ー

タ
ー

　　　　　　 岩崎好規 （  大阪土質試験所）

　藤田和夫氏 ：大阪平野 と大阪湾 を含 めた大阪盆地

の 成立 ちか ら ， 大深度地盤 の 利用 に お け る問題点を

整理 し て 説明 し た
。 大阪盆地は プ レ ー トテ ク トニ ッ

ク に よ る応力場で 基盤岩 の 沈降 ・上昇 に よ り断層 を

発達 させ なが ら，沈降域 に は 第四紀 の 末固結堆積層

が厚 く存在 し， 特に 中部亜 層群 （約 125万 年前）以

降は海水面の上昇
・
下 降によ る海成粘土 の 堆積が特

徴で あ り，大深度地下 の 利用 に 当た っ て は こ れ ら の

地層や断層 に遭遇する こ とを認識す る必 要があ る こ

とを指摘 した 。

　中世古幸次郎氏 ： 最近 の 大阪層群 の 研究成果 を も

とに ， 地 下利用に 当た っ て は 地 層層序 （時間軸） の

決定 と水 平方向 の 分布 を決定する こ と が重要で あ り，

そ の た め に は微化石分析を中心 と した地質学的分析

手法 の 適用が有効な こ とを指摘 し た 。 こ の よ うな手

法 を大 々 的 に適用 して 成功 を収 め た関西 国際空港 を

初 め ， 阪神高速道路湾岸線南伸部 の 例 な どを紹介 し

た 。 ま た，関西 の 大深度地 盤 と し て 基盤岩， 第三 紀

層な どの 分布把握が急務 で あ り， 大阪層群に つ い て
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は 対象地 点に出現する地層 の 固定が重要 な こ と， さ

ら に大阪市内 を南北 に貫 く上町断層で もい くつ か の

副断層 を伴 っ て い る の で注意が必 要 な こ とな どを述

べ た 。

　鶴巻道 二 氏 ： 大阪市 ， 大阪府 下 の 地下水汲み上 げ

に よ る 地盤沈下 と塩水化 の 問題 に つ い て説 明 し ， 地

盤沈 下発生 に よ る 対策費 （高潮対策事業，工 業用水

道整備 な ど）は極 め て高 い もの につ き ， こ れ らの 費

用 が計画的 に イ ン フ ラ ス トラ クチ ャ
ーの整備 に 回 さ

れ て い れ ば関西経済 の 地 盤沈下 も防 げた の で はな い

か と指摘 し た 。 さ らに ， 大阪府泉南地域で は地下水

を汲み上 げ て も地盤沈下が 発生 し な い し
， さ らに 汲

み 上げ方法に よ っ て は塩水化防止 も可能 な こ と の 事

例 を示 し た。大阪府下 の 温 泉は ，昭和60年頃 ま で の

もの が深度 300皿 程度 で 泉温が25℃ ま で で ，ほ とん

ど が平野外周付近 の 山地や山麓に あ る もの が多い
。

こ れ に対 して ，昭和60年以降は そ れ ま で の もの と様

相 を異に し て お D，平 野部 で の 申請件数が増 え て 大

阪市内で も 7 箇所 で 40〜55℃ の 温泉 が湧 い て お り，

い ず れ も 1000m 以上 の 掘進 が 行われ て い る
。 今後 ，

平野部で 無制限 に温泉 が増 え る と， 温泉同士 の干渉

に よ る湯量不足，上位 の 地下水 の 引き込 み に よ る 地

盤沈下 の 再現な ど危惧 され ， 温 泉情報公 開 の 必要性

を強調 し た。

　 自由討論 ： 岩崎好規氏 （匍大阪土質試験所）か ら，

断層 が地表面 の形態や地下水に 与える影響 に つ い て

質問があ り， 藤 田和夫氏 は鉛直にずれ るも の につ い

て は岩盤 で は 顕著 な落差 と な っ て い る だ ろ うが，未

固結堆積層が岩盤 の 上 に厚 く堆積 し て おれ ば ， 断層

線 と して見 る こ とは 難 し く ， 横ずれ断層 の方 が地表

面 ま で 明確 な断層線 と し て 現れ る。中世古幸次郎氏

は上町断層 で も地表面 で は 複数 の も の にな っ て お り，

ボ ー
リ ン グ調査結果 か ら推定す る に し て もまだまだ

情報不足 で あ る 。 鶴巻道二 氏 は断層線 の 両側で は 地

下水 の水質が異な る こ とが あ り， 東大阪 に は東西 に

切 る断層 の 可能性を示 唆す るよ うな水質分析結果 が

あ る の で ， 今後注意 し て い ただ きた い
， な ど の コ メ

ン ト があ っ た
。 最後に コ

ー
デ ィ ネ

ー
タ
ー

の 松井保氏

は 締め くく りと し て ， 関西 の 大深度地盤 を考 え る に

し て も，情報不足 と い うこ と が大き い ネ ッ ク に な り

そ うな の で ， 種々 の 調査 を実施 して い ただ きた い と

い うこ とを強調 し た 。

April ，1991

学会活 動 か ら

　芦田譲氏 ： 大深度地盤 の 調査法 と し て物理探査 の

有効性を説 明 し ， 特に石 油探査 で優れ た成果 を上げ

て い る反射法地震探査 を浅層 に も適用で き る よ う に

改良 し た浅層反射法 と ， 最近適用例 が飛躍的に 増 え

て い る ジ オ トモ グ ラ フ ィ
ー

（地下断面図法）な ど が

有効で あ る と紹介され た 。 特に浅層反射法は 50〜数

100m 程度 の 探査 に 有効 に利用で きる こ と を事例 を

交え なが ら紹介 し， そ の 際 の 問題点 につ い て も解説

された 。

　中川康一氏 ： 大阪平野 で行われ た地盤沈下ボ
ー

リ

ン グ ， 温泉 ボー
リン グ ， 反射法地震探査 ， 屈折法地

震探査，重力測定 ， 長周 期微動 の 多点同時計測な ど

の 調査結果 に基づ き大阪 平野 の 基盤構造を説明 し ，

こ れ ら の 総合的 な解析 の 結果基盤岩深度は東大阪で

2000m ， 西大阪で 1800m に達す る と指摘 した 。 浅

層反射法や重力探査法 が深層 ボー
リン グ結果と良い

対比 を示 し， 大深度地盤 調査法 とし て有効 で ある と

述 べ た 。

　自由討論 二 西垣 好彦氏 （基礎 地盤 コ ン サ ル タ ン ト）

よ り反射法の結果 の 見 方 に つ い て質問が あ り， 芦田

氏 が反射法の デ ータ分析 ・解釈 に お け る時間軸 か ら

深度軸 へ の 変換方法 と反射断面図 の 端部データ の 精

度に つ い て説明 し た 。 藤 田和夫氏 の 岩盤以深 の 反射

波 の 見方 に つ い て の 質問 に対 し て ，芦田氏は岩盤 で

の 波 の 速度が早 い こ とに よ る もの で あ る との 説明が

あ っ た 。 岩崎好規氏の 現 状で の 高周波振源 （100〜

300Hz ）による反射法 の 可能性につ い て の 質問に対

し て ， 芦 田氏は ， 高周波振源 を用 い て分解能 を上げ

る と探査深度が浅 くな る の で ， 浅 い も の か ら深 い も

の ま で すべ て を一つ の 方法 で とい うの は 難 し い が ，

分 け て 目的を絞 っ て 行 え ば精度よ く可能で あ り，振

幅 を用 い た解析 を行 う方 法や重合数 を500 〜 1000 回

も行 うこ とな どで 分解能 を上げる こ とがな され て い

る との コ メ ン トがあ っ た 。

　岩 田知孝氏 ： 最近の 地 震学で は ， 震源の 地震波形

と地盤構造が与 え られ れ ば ， ある任 意 の 地点 の 任意

の 深 さで の 地震波形が 計算で き る よ う に な っ て きて

い る 。 ま た基礎岩盤で の 地震波形 が そ の 上位に あ る

堆積層 を伝わ っ て 地表 に 達する 過程 も計算する こ と

が で き る 。 こ の よ うな最 新 の 手 法 を用 い て ， 岩盤 を

伝 わ っ て きた地震波形 が こ れ よ り上位 の 堆積層 と地
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学会活動 か ら

表面 で ど の 様 な地震波形 に な る か を シ ミ ュ レ
ー

シ ョ

ン した結果 と実際に垂直ア レ イ 観測 され た地震波形

と の 比較 を示 し ， 計算 に よ り地震動 を予測す る こ と

が可能に な っ て きた こ とを示 した 。 こ の よ うな最新

の 地 震学 の 成果 か ら， 大深度地下 で の地震動は地表

面 に 比 べ 小 さ い こ と や ， 計算に よ っ て 地 中の 地震動

の 精度良 い 推定が可 能で あ る こ と を示 し た 。

　鳥海勲氏 ：最近 の 盆地構造 に お け る地震 の 話題は ，

メ キ シ コ 地震で 大き な被害を出 した ， 長周期 の あと

ゆれ の 問題 に移 っ て きて い る。 こ の あ とゆれ は大阪

盆地で も観測され て お り， 大阪の 地震 ・耐震問題 を

考え る 上で 大 きな課題 とな っ て い る
。 北港発破 によ

る 大阪盆地 の 深部構造 の 解析結果 と ， 盆地構造 に起

因する あ とゆれ の 理 論的 な発生機構 を，盆地端部よ

り生成 し た 表面波と し て説 明 した 。

　自由討論 ： 本 田周 二 氏 （日建設計）よ り，
5 秒程

度 の 固有周期 を持 つ 超高層 ビ ル で い ろ い ろ と観測す

る と， 関西 で は地域 に か か わ らず1，5〜2．0秒 の 卓越

周期が得 られ る が ， こ れは主要動な の か あ とゆれ な

の か と い う問い に対 して ， 鳥海氏は 主要動 とあとゆ

れ に分け て 分析 し て も ど ち ら に も1．0〜 1．2秒が得ら

れ る が，圧倒的 に あ とゆれ の レ ベ ル が高い の で ， 多

分あ とゆれ の 影響が大き い も の と考え られ る。あ と

ゆれ は 生駒方面か ら来る けれ ど，波 の 成分は どれ が

卓越す る とい うも の で もな くど の方向 の もある 。 岩

田知孝氏は大阪港 の 軟弱な地盤上で の 観測 に よれ ば ，

卓越周期1．0〜1．5秒 の 波で 主要動 の 後 ， 5 秒間隔 ぐ

ら い で 大き な 波が あ り ， 基盤 と地表面 と の 多重反射

で は な い か と思 われ る興味あ る結果 が得 られ て い る

と の コ メ ン ト があ っ た。最後 に コ
ーデ ィ ネ

ー
タ
ー

か

ら，最近 の 長周期微動多点ア レ イ観測 によ る地下構

造 の推定や ， 鳥海先生が行わ れて い る地震 ・強震動

観測網を充実 させ 調査 ・観測 を行 う こ とが今後 の発

展 の基礎 に な る の で ， こ れ に対 する支援 を参加者に

訴えて 閉会 と した 。

　なお ， 当 日 の 講演 テ キ ス トは土質工 学会関西支部

に残部が あ ります の で ， 興味 の あ る方は支部へ お問

い 合わ せ 下 さ い
。 頒価は 4000 円 （送料別）で す。

　　　　　　　　　　　　　　（文責 ： 諏 訪靖二 ）

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 （原羊高受理 　　ユ99D．2．27）

第 19回　日本道 路 会議発表論文募集 の お知 らせ

主催 ： 社団 法 人 　 日本道路協会

会 場 ：サ ン ケ イ会館

　　　　　（東京都千代田 区大手 町 1− 7− 2　03−3231−7171）

期　日 ： 10月21日（月）〜10月23 目（水）

発表論文 申 し込 み締切 日 ：平成 3 年 5 月20 目（月）ま で

　　　　　　　　　　　 （300字以内の 概要）

発表論文 原稿提出締切 日 ：平成 3 年 7月 10目（水）ま で

　　　　　　　　　　　 （特定課題論文）

　　　　　　　　　　 平成 3年 7月ユ9目（金）まで

　　　　　　　　　　　 （一般論文）

原 稿 執 筆 字 数 ：6000字 （課題 論文）

　　 　 　 　 　　 　 　 　 4000字 （
一

般論文）

参加 費 ：

　（1｝ 参加費 （論文集 ， 会議記録等 の 代金 を含む）

　 　 　 正 　員

　　　 賛助員

　  　納　入

参加申込み ；

　 　 期　限

　 8000 円

　 40000 円以上

参加 申込 と同時

平成 3年 9 月30 日まで

問 い 合 せ ・申込 み 先 ： 〒100東京都千代 田 区 霞が 関 3− 3− 1

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 尚友会館 7F

　　 社団法人　日本道路協会　日本道路会議論文委員会

　　 　 　 　 　　 　 　 　 電話　 03− 3581− 2211（代 表 ）
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