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1．　 ま え が き

　筆者らは ， 釧 路沖地震発生 の翌 日か ら約 1 週間 に

わ た っ て 道路 ， 湾港施設 ， 斜面 ， 建築物な ど の 被災

状況 を調査 した 。 当報告は ， それ ら の うち釧路市内

を中心 と し た造成地 の 地盤被害， 上下水道， ガ ス ，

電 力施設 ， 通 信施設な ど の ラ イ フ ラ イ ン 関連施設，

お よ び建築物の 被害状況 を，主に地形 ・地質 との 関

連に 着 目し て考察 し た も の で ある 。 なお ， 地震発生

が北海道 の 厳冬期 で，当地方 で は珍 し い 大雪 に見 ま

わ れ る な ど ， 困難な状況 の 中で の 短期間 の 被災調査

で あ り，全貌の 把握に は ほ ど遠 い も の で あ る が ， と

り急 い で そ の 概要を報告す る も の で あ る 。 ま た ， こ

こ で 報告する被害 の 一部は ， 新聞報道な どに よ る も

の も含ま れ ，雪解 けと ともに始 ま る本復 旧 の 際に ，

新 しい 事実が で て くる可能性もあ る こ とをお断 りし

て お く。

2　 釧路市の 地 形 ・地 質と被 害箇所

　2，1 地 形 ・地 質

　文献
1）

に よ れ ば ， 釧路市周辺 の 地形は 比較的単調

で ， N 釧路川を境に東部の 台地 と西部 の 低地 か ら な

っ て い る 。 台地は標高 40m 前後 の 釧路段丘 と標高90

m 前後の 根室段丘 の 2 段 の段丘面 か らな っ て い る。

　一方，低地 は 釧路平原 と呼ば れ 広大な 面積 を もっ

泥炭地を主体 とした軟弱地盤地帯 と， 海岸沿 い の 砂

丘地形が主な 地形 で ある 。 図一 1には地形図を示 し ，

図
一 2 に は代表的な地質断面図 を示 し た 。 こ の 地 域

の 概略的 な地質は次 の とお りで あ る 。

　〔1＞ 台地

　釧路段 丘 の 地質は， 根 室層群 （砂岩， 白亜紀），
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浦幌層群 （礫岩， 砂岩 ， 泥 岩な どの 古第三 紀層） を

基盤 と し ， 表層 に は洪積世 の釧路層群 （粘土 ， 砂礫 ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぐつし や 　ろ

砂）， 大楽毛層 （砂）お よび 屈斜路軽石流堆積物 （軽

石質火山灰） が堆積 し て い る 。 表層部を形成す る屈

斜路軽石流堆積物は
， 自色 の軽石質火山灰 か ら な b ，

台地上一
面 に広 が っ て い る 。 そ の 層厚は，堆積前 の

原地形面 によ っ て 変化 し，1〜20m と大 き く異な る 。

一
方 ， 釧路段丘 の さ らに東側の 根室段丘は 浦幌層群

（砂岩 ， 泥岩な ど） で構成 され て い る 岩盤地域で あ

る 。

　  　低地

　低地に は 沖積層 が広 く分布 し て い る が ， そ の 層厚

は最大80m に もお よび ， 下 か ら順に ，「下 部礫層 」，

「中部泥層 」， 「上部細礫 層」 ，

「最上 部層 」 の 4部層

に 区分 され る 。
こ こ で 最上部層 に着 目す る と，砂丘

地 で は 砂，内陸部 の軟弱地盤地帯で は高含水 で軟質

な泥 炭層 （そ の 下位は粘性土 ， 砂 ， 礫）が主体で あ

る 。 また ， 主要 な河川沿 い に は砂礫や粘性土か らな

る氾濫原堆積物 が成層す る 。 砂丘地 は釧路川河 口付

近 か ら海岸 に沿 っ て 西方約 15k 皿 に わ た っ て 形成 さ

れ る。砂丘 砂 は層厚 10m を もっ て 上部か ら中粒砂，

粗粒砂，細礫 に変化 し，比 較的締 ま りは良 く， 良好

な地盤 とい え る 。

　軟弱地盤地帯 に 分布す る泥炭層は砂丘 地帯を除 い

た釧路平原 内の 大部分に 分布する 。 土層構成 は
一

般

に上位 か ら厚 さ 4m 以下 の 泥炭 ， 厚さ 1 〜 3m 程度

の 粘性土 ま た は砂 ・ 礫 が成層 し て い る 。

　以上 の よ うに
， 工学的見 地か ら見れ ば ， 釧路市街

地や住宅地 の ある砂丘 や 台地は比較的地盤がよ く，

そ の 他の 低地帯は 泥炭層 を主体 と し た軟弱地盤 とい

え る 。 ただ し詳細 に見 る と， 台地 は沢 が深 く入 りく
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図
一 1　 釧路市 の 地形と被害箇所

ん だ複雑 な地 形 を示 し て お り， 沢地形 を示す部分 は

表層に 泥炭や軟弱 な 粘性 土が堆積 し ， 軟弱地 盤 と し

て 扱 う必要が あ る 。 な お釧路港は 航路浚渫材で 埋め

立 て られ た埋 立 地 に建設 され て い る 。

　 2．2 被害箇所

　図
一 1 の 地形図に造成地お よび上下水道 の 被害箇

所 を示 し た 。 こ れ らは 実際 に調査を し た地点 の ほ か

に釧路市発表 の 被害集計 （1月 28 日現在）か らの も

の も含め た 。 なお ， こ れ ら の 被害 の うち埋 立地 に お

け る被害は港湾施設が主な も の に な る た め除外 し た。

こ れ に よ れ ば ， 今回 の 地震 の 被害箇所は台地部に多

く，入 り くん だ沢地形 と の 地形境界点付近 に集中し

て い る よ うで あ る。以下 に ， 宅地造成地 ， ラ イ フ ラ

イ ン 関連施設 ， 建築物 の 被害状況 を述 べ る。

3． 宅地造 成地

1

　　　　　　 図
一2　地質断面図 （図一 1の A − A ’

断面）
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　口絵写 真一 8 は 緑 ヶ 岡 6 丁 目で 発生 した斜面崩壊

に よる住宅 の 被害で あ る。斜面が幅70m ，長 さ20M ，

高 さ11m に わ た っ て崩 れ ， 家屋 が崩壊土砂 と ともに

崖下に転落 ， 大破 し た 。 図一 3お よ び 図一4 は斜面

崩壊地 の 平面図 と模式断面 図で あ る
。 崩壊 し た 地盤

が
， 造成盛土か 自然斜面 か は 不明で あ る。また崩壊

土砂は 目本統一土質分類 で SV に分類 され る火 山灰

質砂で ， 非常に粘着性 の 乏 しい 土 で あ る 。
こ の 地点

　　　　　　　　　の みが 局部的 に崩壊 に至 っ た原

5。　 因に つ い て は今後 の 調査分析が

　ヨ 待 たれ る と こ ろ で あ る が
，

1978

年宮城県沖地 震 の 際 の 仙台市緑

ヶ丘 の 斜面崩壊被害に代表 され

る よ うに ， 斜面上 の 宅地は何 ら

か の 造成が行 わ れ て い る とみ た

方が よ い
。 斜面崩壊を生 じ た の

が造成盛土で ある の か 自然斜面

土 と基礎，41− 6 （425）
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図一3　 崩壊地 （緑 ヶ 岡） の 平 面 図
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図一4　崩壊地 （緑 ヶ 岡） の 模式断面 図

で あ る の か
， また造成盛土で あ る な ら，ど の 程度 の

改変がな され た の か とい う こ とに重点を置 い た調査

が望 まれ る 。

　写真
一 1 は ， 緑 ヶ 岡に 隣接 した武佐地 区にお け る

市道 の崩壊 で ある 。 図一 5 に 示 し た付近 の 旧地形 を

み る と， 崩壊箇所 は造成盛土 で あ る こ とが わ か る 。

図
一 6 に は崩壊地 の 模式断面図を示 し

た が崩壊 に伴 っ て 上下水道 ， ガ ス 管 な

どが破断 した 。 被災後 1 週 間後に お い

て もなお ， 法肩部の 地 盤変位 は進行 中

で ， 建屋 に影響 の 出る 可能性が指摘さ

れ たた め ， 早急な対策が行 われ つ つ あ

つ た
。

　写 真一 2 は ， 旧釧路川沿 い の 台地西

端 に あた る材木町 の 急傾斜地 崩壊危険

指定区域で 発生 し た斜面崩壊で あ る 。

こ の崩壊に よ り上部 の 3件 の 家屋 の壁

に 亀裂 が入 る な どの 被害 が で た ほ か ，

斜面 の 下で は崩壊 土砂 で家屋 の
一

部が

埋 ま る被害 が発生 し た 。 崩壊地に 隣接

し た道路 （国道44号線）沿 い の 斜面 は

対 策工 （土留め柵，排水工 等を適用）

が実施 され て お り被害は なか っ た。

June ．1993

写 真一 1　 釧路市武佐の 造成地被害

　以上 の 被害状況 を見 る と， 被害発生地 点は 低地 と

台地の 地形境界付近，また は 複雑 に入 りくん だ 沢 を

埋 めた造成地で あ る こ とが注 目され る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しべち や

　口絵写真一 9 は ， 釧路 市 の 北 ， 約 50km の 標茶町

茅沼に造成され た別荘地 の 被害 で あ る
。 崩壊部 の 模

式断面図を図一 7 に示 し た が ， 湿地 に面 し た造成盛i

土が幅 150〜200m に わ た っ て 大 き く崩壊 し た。 ま

た ， 崩壊土砂 の 移動量 は 30m 程度で あろ うと推定さ

れ る。付近の 表層に堆積す る湿地堆積物で あ る 泥炭

層が こ の 崩壊 に ど の 程度関与 して い た かは不明 で あ

る が ， 崩壊土 砂が きれ い な砂 で あ る こ と， 崩壊土砂

の 法尻付近に は水 た ま りが多く見 られ た こ と，崩壊

土砂 の 移動距離が 大 き い な どの 事実か ら， 液状化 の

図一 5　 崩壊地 （武佐）の 旧地形図

　 　 　 　 　 　 　 　 　 23
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　 　図
一 6　 崩壊地 （武佐） の 漠式断面図
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図
一 7　 崩壊地 （標茶 町 茅沼） の 模式断面図

　写真一2　釧路市材木町 の 斜面崩壊 （急傾斜地崩壊危

　　　　　 険指定地）

可能性 も否定 で きな い
。

4．　 ライ フ ライ ン 関連施設

　上下 水道，電気，ガ ス ，電話 な ど の ライ フ ライ ン

の 被害 も発生 した 。 最 も被害 の 集中した地域は宅地

造成地 の被害 と同様 に ， 緑 ヶ 岡 ・武佐地 区の 台地部

で あ っ た 。

　4．1　 上水道

　上水道は地震直後 ， 釧路市内 の 265戸 で 断水が 生

じたが ， 6 目後の 1 月 21 日 に は 完全 に 復 旧 し た 。 図

一 1には釧路市発表 に よ る漏水箇所 を示 し た。 こ の

中に は断水ま で に は い た らな い 軽微な漏水 も含まれ

て い る 。 265 戸の 内 ， 緑 ヶ 岡と武佐地区は そ れ ぞ れ

170 戸，70 戸 で あ り断水戸 数の ほ と ん ど が こ の 地区

に集中 した 。 被害 の 太半は ，
50mln 以下 の 小 口径管

に 折損 ， 亀裂等が生 じ た もの で あ る 。 図に 示 し た 上

水道被害箇所をみ る と
， 軟弱地盤地帯な らび に 台地

部 の
， しか も低地 に面 し た地形境界付近 に 多 くみ ら

れ ，造成地 の 被害箇所 と同様な傾向がみ られ る こ と

24

に 注 目され る 。

　 4，2　下水道

　（1） 管路 ・マ ン ホ ー
ル

　下水管路に は市内約13箇所 で被害が生じた 。 こ の

うち，地盤被害の あ っ た 2 箇所 で 管が破損 し機能 に

障害が出た も の の
， そ の ほ か の 地域 で は ， 雨水管 ・

汚水管に折損 ・屈折 に伴 う土砂流入 が生 じたが ， 現

在 の と こ ろ機能障害に は至 っ て い な い 。こ れ ら被害

は ， 緑 ヶ 岡 ・武佐地 区 の 台地部 は も とよ り， 低地部

の 軟弱地盤地帯 に お い て も発生 し て い る。

　軟弱地盤地帯に発生 した管路被害 の 代表的な もの

は ， 釧路町木場 ・桂木にお け る マ ン ホ
ー

ル の浮上 り

で あ る。付近
一帯 で は，20数箇所 の マ ン ホ ー

ル が被

害を受 け た が （図
一 8参照）， 被害箇所を 3列 に分

ける と ， 各列 と も中央付近 で 浮上 り量 が大きく， 両

端 で 小 さい 山形 の 分布を示 し て い る
。

　写 真一 3 の よ う に ， 歩道 の 亀裂か ら噴砂が確認 さ

れ た場所 もあ り，液状化 が こ の 原因 と思わ れ たが，

マ ン ホ ー
ル と周辺地盤 との 間か らの 噴砂は見 られ な

か っ た。図一 9 に は 近傍 の 土質柱状図を示 し たが，

」

「
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図一8　 下水道マ ン ホ
ー

ル 浮上 り地点 と浮上 り量

　　 　 （釧路町 木場，桂木）

　　 　 　 　 　　 　 　釧路町木場2丁目

　
一

〇

3

既 一10

　 　 　 　 　 一15

図
一 9　 下水道マ ン ホ ール 浮上 り地点近傍 の 柱状

　　　 図 （釧路町 木 場 ）

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 土 と基礎，41− 6 （425）
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写真一 3　歩道 の 亀裂か らの 噴砂跡 ， 釧路町木場

写真
一 4　被害を免れ た フ レ キ シ ブ ル ジ ョ イ ン ト

　　　　 （釧路市白樺終末処理場）

表層 1．7m 程度 は盛土 ， そ の 下 に泥炭 が 1．7m ほ ど

確認 され てお り， そ の 下 に緩 い 砂質土（N 値 10以下）

が 2m 程度続 い て い る 。
マ ン ホ ー

ル の 底面 の 深度は

G ．L − 4m 前後で
， 緩 い 砂質土層 の 中に あ っ た と推

定 さ れ る 。

一
般に 下水管の 敷設お よ び マ ン ホ ー

ル の

設置に あた っ て は ，掘削部分 の 軟弱土は砂質：ヒな ど

の 良質材で 置換 され る こ と が多い の で ， 敷設深度 に

よ っ て は ，
マ ン ホ

ー
ル 周囲はすべ て砂質土で あ っ た

可能性 が高い
。 しか し図一10に示 し た噴砂 の 粒度組

成 を見 る限 り ， 噴砂 は か な り均等係数が小 さ く （Uc

＝ 1．98）， 平均粒径 D
，。 も小 さ い こ と か ら ， 埋戻 し

土が液状化 して 噴砂 し た と は考え に くい 。し たが っ

て噴砂は 泥炭下部の砂層 の 砂で あ る と推定 され る。・

近 くに設置され て い た電話線の マ ン ホ ール には浮上

り被害が見 られ なか っ た こ とは ， 構造上 の 違 い もあ

ろ うが ， 下水道 と電話線 の マ ン ホ ール の設置深度の

違 い が被災の 有無を わけ た と思われ る （電話線は 深

度2．5m 程度に 設置）。 今後 ， 定量的な被害原因 の 調

査 が必要で あろ う。

　管路被害は 冬季 の 地盤凍結中は地表面 か らそ の 状

況を把握す る こ とは 困難 で あり，凍結 の な くな る時
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一10　噴砂 の 粒度組成
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期に 新た な被害箇所が報告 され る可能性 が強 い
。

　  　下水処理 施設

　釧路市内 の 下 水処理施設で は ， 白樺終末処理 場と

古川終末処理 揚 で被害が見 られ た 。 こ の うち白樺終

末処理場 で は敷地内に最大約 50cm の 沈下 が生 じ た

ほ か ， 地下室ジ ョ イ ン ト部 に食違 い が生 じ ， そ こ か

ら約 4〜5m3 の 砂 が 流 入 し た
。 食 違い 量は 上下 約

10cm
， 水平約 6〜7　cm で あ る 。 敷地内の 地盤沈下

状況や地下 室 へ の 砂 の 流入状況か ら判断する と， 被

害 は地盤 の 液状化に起因す る もの と考えられ る
。 な

お ， ジ ョ イ ン ト部 の 食違 い に は ，構造物の 形態 や基

礎 の 違 い な どに よ る浮上 り量 の 差が関係 し て い る と

推定 され る 。 地 下室に は複数 の管が設置 され て い た

が ， 接合部に は フ レ キ シ ブ ル ジ ョ イ ン トを使用 し て

い た ため，相対変位は 生 じ た もの の 機能停止 に は至

ら な か っ た（写真
一 4参 照）。 な お 地下 室に流入 し た

砂 の 粒度組成 は ， 図
一10に示 し た よ うに，若干 粗め

の 砂 で あ る こ とが わ か る 。古川終末処理 場で は 発電

器本体 に横ずれ等 の 被害が生 じた と報告 され て い る 。

なお ，
い ずれ の 施設で もそ の 機能 に支障を きたす に

は 至 ら な か っ た模様で あ る。

　 4．3　ガス

　釧路 市内 で 発生 し た ガ ス 管 の 被害 は ， 今回 の 地震

被害 の 中で住民に 大き な影響を及 ぼ し た もの の
一っ

で あ る 。 ガ ス 管 の 被害 も緑 ヶ 岡 ・武佐 の 両地区 に集

中し た。被害 は ， 住宅街に は りめ ぐら され た低圧管

の継手 部に お ける もの が ほ とん どで あ っ た 。 被害地

点の 特定は で きな か っ た が，造成地 ， 上 水道等 の 被

害地点 と同様 な地域に発生 して い る も の と推定 され

る 。 ガ ス の 供給停止は こ れ らの 地域 で約 9300 戸に
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の ぼ り， 地盤凍結な ど の 悪条件 の た め 2 月 6 目 の 復

旧完了ま で 約 3 週間 の 期 間を要 した 。

　 4．4　電力施設

　 電力関連 で は，地震に よ り主に変電 ・配電施設 に

被害が生 じ， 道東地方 を中心 に約 57000 戸 が停電 し

た 。 釧路の西方約 40km の 音別発電所 に お い て は 休

止 中の 変圧器 に約 3
°

の 傾斜が 生 じ た 。 原因は杭基

礎 に よ り支持 され た基礎架台が傾斜 し た こ と に よ る

も の で ， 基礎杭 の 損傷は現在調査 中で あ る。また，

釧路市 の 北西約 20km の 宇円別変電所 で は ， 変圧器

基礎架台か ら変圧 器本体が約 30cm 程度移動 し ， 機

能 に
一

時的な支障を き た し た
。

　配電施設 の 被害 の うち最 も多か っ た の は変圧器で ，

道東地方 を中心 に 8120 台が傾斜 し ， そ の 内 2基 が

落 下 した 。 また ， 電柱 の 折損は12基， うち 5 基は集

合煙突や土砂崩れ に よ り折損 し た も の で ， 電柱 の 傾

斜は 199基 に達 し た 。 そ の ほ か ， 配電線 の 断線な ど

が 114 箇所で 発生 し た
。 な お ， 地震発生後 ， 約24時

間後にすべ て の 停電は 復 旧し た
。

　4．　5　通 信施設

　通信施設 の被害は ， 電話線 の 光ケープル が道東地

方 4 箇所で 故障 した の が主な もの で ある が （新聞報
　 　 　 　 　 　 　 ぱ　 し　く る

道）， 国道 38 号馬主来で は道路盛土崩壊に伴 い
， 24

芯 の 光ケ
ー

ブ ル が切断 され た 。 地震直後，地震見舞

い な どが集 中し ， また NTT が通話規制を した こ と

もあ り ， 16 日過 ぎ ま で 釧路地方 へ の 電話は か か りに

くい 状態が続 い た 。

5． 建 　築　物

　今回の調査 で は 建築物 の 被害箇所 は釧路市内の 数

箇所 し か まわ れ なか っ た 。 土砂災害な どに関連 し て

全壊 した数件 を除け ば ， 建築物の被害は ， ほ とん ど

が外壁 の 亀裂お よ び剥離程度の もの で あ る （写真一

5参照）。 こ こ で 特徴的 な の は
， 緑 ヶ 岡地区 の 造成

地 に お い て は被害 の 発生が極め て局部的で あ り， ほ

と ん ど無被害な建物 と，人 が住め な い ほ ど大きな亀

裂 の あ っ た建物が隣接す るな ど の 例が 目に つ い た 。

こ れ は ， 前述 した宅地造成地 の地盤被害で も述 べ た

よ うに
， 建物が造成盛土上 に築造 され た もの な の か ，

地山 に築造 され た もの な の か が ， 被害の 発生 に密接

に 関連 し て い る も の と み られ る 。

　また ， 釧路市内 の 国道38号沿線に発達 した砂丘地
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写真一 5　釧路市緑 ケ 岡 の 建 築物 の 被害

帯や，泥 炭地 盤 をプ レ ロ
ーデ ィ ン グ工 法 で 地盤改良

した愛国 ニ ュ
ー

タ ウ ン で は ，建築物 の 被害を ほ とん

ど見る こ とが で きな か っ た こ ともっ け加 え て お く。

6．　 あ と が き

　 厳冬期の 夜を直撃 し た釧路沖地震 の 翌 日よ り， 筆

者 らは 釧路市内 の 被害状況 の 調査 を開始 し た。街 の

中は大地震の 直後 とは 思 えぬ 静か な雰囲気 を示 す反

面 ， 造成地 の 被災地域にお い て は崩壊 の す さま じ さ

に 唖然 とさせ られ た 。 今 回 の 報告は造成地，ライ フ

ライ ン関連施設，お よび 建築物の 地震被害を地形地

質の観点か ら報告し た 。 特徴的で あ っ た の は ， 被害

が台地部に 多くみ られ た こ と ， 特に ， 台地 と複雑に

入 りくん だ 沢地形 との 地形境界点付近に集 中し ， 被

害発生 と造成時の 切盛 りに 関係があ り そ うな こ と
，

低地帯 の 中で は 埋立地 を含め た い わ ゆ る 軟弱地盤 に

被害 が多 く， 砂丘 地帯，地盤改良を適用 した泥炭地

盤に は被害が少な か っ た こ と， また，大 きな地震動

の 割 に は家屋 の 倒壊 とい っ た被害は ま っ た くとい っ

て い い ほ ど見 ら れ な か っ た こ とで あ っ た、

　当報文 を作成す る に あた b ， 当祉技術部森本氏 に

は終始貴重な ア ドバ イ ス を い た だ い た 。 また ， 地震

被害関連資料 の 収集 に あた っ て は 釧路市役所 ， 北海

道電力  か ら貴重 な資料 の 提供が あ っ た 。 また今回

の 被害調 査に あた っ て ， 同行 され た九州工 業大学

安田功教授 に は有益 な情報 と知見 を賜 っ た 。 末筆な

が ら感謝す る 次第で ある 。
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