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福岡県西 方沖地震調査速報

地盤工 学会調査委員会

1． は じ め に

　2005年 3月 20口 （日） 午 前 10時53分 頃，福岡 県 西 方

沖 （福岡 市び）北西 約27km の 玄 界 灘 ） を震 源 と す る 地 震

が発生 した。震源 の 深さは 9km ，　M7 ，0 （気 象ri．） と発

表 さ れ た。こ の 地 震 に よ り，最大 で 震 度 6弱 の 揺 れ を

記録 し，福 岡市 を中心 と した 九州北部地域に お い て甚 大

な被害 が発 生 した。消 防 庁，福岡 県，福岡 市の 調べ で は，

4 月28 口 現 在 人 的 被 害 は 死 者 が ユ 名 （福 岡 県 ），負傷者

が 福 岡 県1069 名，佐賀県15名，長 崎 県 2 名，山 凵 県 1

名 の 1088 名 で あ る。住家被害 も福岡県に 集中 し ， 全壊

129棟 の 内128棟，半 壊 207棟 の 内206棟，一
部破Za8　345

棟 の 内8199棟 が 福 岡 県 で あ る。こ の 中で ，全壊129棟

の 内105棟が 玄 界 島 に お け る 被害 とな っ て い る。また ，

福岡 県内で は630箇所 を超 え る道 路 破害，50箇所を 超 え

る 崖崩れ ，36箇所 の 港 湾 ・漁 港 の 被 害 が発 生 した 。

　地 盤 匚学会で は，こ の よ う な 状 況 の 中 ，調 査委 員会

（委員長 ： 善功 企 九 州人学教授
・
西 部地 区自然 災害資料

セ ン ター長） を組織 し，地震発生直後 か ら調査活動 を彳」

っ て き て い る 。そ の 調 査 結果 は 地 盤 上 学 会 の HP

（URL ：http：〃www ，jiban，or．jp！saigai ！sokuho
−kyusyu．

html）に 第 4 報 ま で ア ッ プ ロ ードさ れ て い る。

　 本 報 は ，今ま で に 実施 した 調 査 か ら，地 震 動 ，玄 界 島

の 小 ・中学 校 の 地 盤 被害 と急傾斜地 の 擁壁 被 害 ，西浦 地

区 と志賀 島に お け る斜 面 災害，福岡市沿岸域 の 液状化被

害 と港湾施設 の 被害 な どに つ い て，そ の 状況お よび想定

さ れ る被 災 原因等 を地 盤 ⊥ 学 的 な 視点 か ら 速報 として 報

告す る もの で あ る。ま だ十 分な 考察や 検 討 が で きて い な

い 部分 もあ る が ，現段 階 で の 速 報的 な調 査 報 告で あ る こ

とを ご 理 解い た だ きた い 。口 絵写真
一 1 に は，今回 報 告

を す る主 た る調査地 点や範囲 の 概略 を示 して い る。巻末

の 表
一 1に ， 調査委員会の メ ン バ ーを ま とめ て い る。

2．　地 震動および地殻 変動 の概要

　2．1 地 震 概要

　気 象 庁 の 報 道 発 表資料 に よ る と，地 震 体 震 ） の 概 要

は 下 記の よ うに な っ て い る。

　時　間 ： 2005年 3 月20 日ユ0時53分

　震 源 地 ： 福 岡 県 四 方沖 C33．90
°
N ，130．20

°
E ）

　深　 さ ： 9km

　規　模 ： M7 （暫定）

　2．2 震 度分布

　震 度 分 布が 図一 1に 示 され て い る。注 目 す べ き 点 と し

て は，震 度 6 弱 の 福 岡 市 と 佐 賀県 み や き町 との 間 に は
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図
一 1　 震鹿分 布 〔気象庁 資料

11
よ り〃11筆）

震 度 4 の 幅広 い 地 域 が 存在 し，地 盤 の 地 震へ の 応 答 特

性が 現れ て い る と考え られ る 。

　2．3　地震動分布

　独 立 行政 法 人防 災科学技術 研 究 所 よ り発 表 した 強 震観

測 網 （K −NET ）デー
タ は，九 州 地 方 震源 付

．
近 の 最 大 加

速 度 が ド記 の よ うに 示 さ れ て い る ： 平戸 355Ga1 ，鎮 西

329　Gal，唐津316　Ga1，福 岡276　Ga1，飯Va　265　Gal，前

原260　Gal　，久 留米239　Gal，玄 海228　Gal，行eS213　Gal，

松浦205Ga1 。 地 震動 は そ れ ほ ど 大 き くな い 。た だ し，

福岡 ［li中央区に あ る  建設技術研 究 所 の 建物 で設 置され

て い る地震計の 記録 に よ り，地 面で 489　Galの 最 大 加 速

度 が観 測 され た。

　 2．4　地 震 に よ る地 殻 変動

　国 十一地理 院 よ り，電 子基 準 点 （GPS 連続観 測 点） の

3 月20 日15時まで の デー
タ を解析 した結果，電 子 某 準 点

1福 岡 」が 南曲 へ 約 17cm ，　 E 子 基 準点 「前原 」 が 南 へ

約 9cm 移動 して い る こ とな ど ， 福岡県地 方を 巾 心 に地

殻変動 が認め られ た 。

　 また ，こ の 地 殻変動 か ら 推定 され る 断 層 モ デ ル は，長

さ約 30km ，幅 約 20　km の 断層 が 約0，6m 滑 っ た と推定

され ，余 震域 とも ほぼ 対 応 す る。た だ し，こ の 断層運動

か ら 導か れ る モ
ーメ ン トマ グ ニ チ ュ

ードは 約 6．6 とな っ

た。

　 2．5　過去 の 地震

　 福 岡 市 周 辺 で は，1898年 に M6 ．0，1929年 に M5 ．1 の

地 震 が ，ま た壱 岐 周辺 で は 1700年 に M7 の 地 震 が 発生

土と基 礎，53− 7 （57e）
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して い た 。

3． 斜面崩壊の概要 と特色

　 3．1 玄界島の 斜面被害

　調 査 を実施 した斜面は，南に 開 く港の 集 落 か ら は 北東

方向 に 位 置 して い る。地 形 的 に は，鳥の 背骨 的 な rll体
（最 高峰 の 標高218，3m ） が北 北 酉一南 南 東 に 延び て い る

が ，そ の ち ょ う ど 南 南 東 の 端の 斜而 に 当た る。地 形 的 な

特徴 と して ， 海岸か ら標高50m 前後まで は急傾斜面 な

の だ が，遷 急 線 が あ り，そ こ か ら標高70m まで は
一

旦

なだ らか な斜面とな る。こ の 面 に小学校，中学校の ほ か，

若宮神社，玄界島公園，配 水 施 設 な ど の 公共 施 設 が あ る。

斜 面 は 標 高 70m か L）は ，ま た 勾配 力 急 に な り標 高 110

m ぐ ら い ま で 急斜面が 続 く。そ の 上 位 は 玄武岩の メ サ

状の ゆ る や か な地 形 とな っ て い る。

　地質は花崗岩が 深層風化し，ほ とん どが 「まさ土」 に

な っ て い る。こ の 原 因 は，キ ャ ッ プ ロ ヅ グ と し て 分布 し

て い る玄武 岩 中 に 貯留 され た 地 ド水 に よ っ て 常 時 風 化 が

進み ，深層風化 を受け て い る こ とが 考え られ る。 そ の 玄

武 岩 と花 崗 岩 との 境界 付 近 は ，常 時 湿 った 状態 で 湿地 を

好む 植生が 分 布 して い る 。

　斜 面の 変状は，図
一 2に 示 す よ うに ， こ の 玄武岩 よ リ

ド力 斜 面 で 認 め られ る が，顕蓍な変状は 標高70m よ リ

ド方 の 急斜面 に 集中 して い る。

　 顕 著な 変状の
一

つ と し て ，小
・
中学 校 グ ラ ウ ン ドに 発

牛 し た ク ラ ッ ク が あ げ ら れ る （口 絵 写真一 2 ）。

　 こ れ は 図
一．・3 に 示 す よ うに グ ラ ウ ン ド端 に 設 け られ た

ブ 冂
ッ ク 積み擁壁 に平行して 3〜5 条の ク ラ ッ ク およ び

段 差 が 発 生 して い る 。

　 また，斜面末端て は グラ ン ドア ン カ
ー
頭部 の 破損 や擁

壁 の 押 し出 し，斜面の 小崩壊が 観振 で きる （口 絵 写 真
一

3 〜6 ）。

　標高110m よ り下 方斜 面 は t 元 々 集 中豪 雨 や 長雨 で 小

崩壊を 繰 り返 して い た 斜面で あ り ， 今回 の 地震動 に よ っ

て 玄 武 岩の ゆ るみ や 花崗岩表層部の ク ラ ッ グ が 観察 さ れ，

地 ド水 が 更に 浸透 しや す くな っ て い る た め，今後 の 梅雨

期の 長雨 等に よ っ て は，規模 の 大 きな崩壊 を誘発す る こ

とが 懸念 され る。今後，こ の 斜面 で は，詳細 な調 査 解析

や モ ニ タ リ ン グ を 行 い ，崩壊 発 生 の 有無 を検討 す る 必 要

が あ る。

　 3．2　志賀島で の 斜面被害

　 〔D　志賀島循環線四 側 （弘地 区） の 斜 面 災害

　循環線は，片切り ・片盛 り の 形 で建 岐 され て い る。Ir［

側斜 面 で は 凸〜直 線斜 面 で 2 箇 所 に 表 層崩壊 が 発生 し

て い る。地 震動 に よ り風 化 部 （まさ土 ） が表層崩壊 を起

こ した もの で 同 時 に 樹 木 等 カ ゲれ 落ち て い る。崩壊深 さ

は30cm 以 トで あ る。

　 こ の 地 区 の
士

賀 島型 花 崗閃 緑岩の 風化作用は，深層風

化型 で は な く，表 面 か ら浅 い とこ ろ に 堅岩が 認め られ る。

まさ上 は，シル ト屍 じ りの 粗粒砂 て あ る （
一

部鬼 ま さ状

・
ハ ン マ ーで容易に 潰せ る状態）。崩壊跡 に は，節理 力

発 達 した褐 色化 した 風化岩力 現れ て い る。
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図一2　斜面の 変状分布図
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　 　 図　 3　 小学校 グ ラ ウ ン ド断面 図

　循環線 で 志賀酷先端嘱 との 連 絡 路 と して 緊 急 に 道路復

旧 を 行 う必 要 が あ っ た た め ，道 路 面 に 崩 落 し た 土 砂 ・
樹

木等 を除去 し，斜面 に残 留す る不 安定 風化殻を敕 形 した

後，モ ル タ ル 吹 付 け 等 に よ る法 面 保 農 上 が 実施 され た

〔口 絵写真
一 7 ）。

　C2） 志賀島循環線東側の 岩盤崩壊

　今回 の 地 震で 崩壊 して い る 東側の 周回 道路は，急斜面

力 直接海 に 接 ナる 海岸 を通 る区 間 に 当 た る。こ の 崩 壊 IX、
間 は ，以 前か L 小崩壊 ・落 台 を 繰 り返 して い た 斜 面 で あ

る。既 存の 対策 と し て は ，待 ら受 け 的 に 「重 力式擁壁 ＋

落 石 防 ［［．柵 工 」 お よ び 岩 盤 突 出部に モ ル タ ル 吹付け 工 が

施 工 さ れて い た 。

　余 震 が続 き 1分 な 現 地 踏査か で きて い な い が ，道路 ，

海岸 か らの 円視観察お よび 航空写真の 判読か ら，志賀島

型 花崗閃緑岩 に 暗緑色の 閃緑岩が 貫 人 して い る ゾー
ン で

は な い か と推 察 され る。落 h の 中 に 閃 緑 岩，花 崗岩 の ほ

か 超 塩 基性 岩 の 右 種 も 見 ら れ る 。

　 こ こ で は ，花 崗 閃 緑岩 （ま さ十 化）の 強風化部お よび

閃 緑岩 （多 亀裂性 ） の 弱風化部が 地震動に よ っ て表層崩

壊 才
’
よび 岩盤 崩壊を 起 こ して い る。崩壊頭部 に は花崗閃

緑岩の 強風化部力 認め ら れ る。厚さ は場 所 に よ り変 化 し

て い る が ，道 路 に 落 石 が 崩 落 して い る 箇 所 付 近 で は 10

m 前後 あ り，更 に 北 側 の 斜 面 て は20m 以 上 に 及 ぶ も の

が 確 認 で きる。黄褐 色〜灰 褐色 で 節埋 面が 発達 し岩質 も

脆弱 化 した 岩盤で あ る。航空写真 に よ る と，こ の 風 化の

進 む 花 謁閃緑岩で は，表層 に形成 さ れ て い た ま さ土 の 部

分 が 流れ 落ち て い る の が 認 め ら れ る。た だ し，下 か ら の

日視で は，圧倒的に 多 く崩落 して い る 閃緑岩礫卞 体の 崩

．Lの た め に 隠 れ て い る。

　閃 緑岩 の 弱 風化 部 は，岩片白体 は 非 常 に硬質で あ る か
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不 規 則 な 亀裂が 発達 し て お り，全 体 とし て は，緑 灰 色 の

多亀裂性岩盤 と な っ て い る。弱風化部の 多亀裂性岩盤は

凸 形の 斜面 を な し て お り，日常的 に 落石 の 危 険 が あ り，

モ ル タル 吹 付け エ カ 施工 さ れ て い た。地 震時の モ ル タ ル

吹 付 け ⊥ の 老 朽 化程 度が不 明 だ が，今回の 崩壊で，モ ル

タル 吹 付 け 臼体 も剥離 ・崩落 して お り，吹付 け Lの
一

部

が 岩盤 に 付着残 留す る の が認 め られ る。道 路 を埋 め る崩

土 は ，主 に 閃緑岩 の 人頭 大〜径 1m 程 度 の 角礫 か ら な

っ て い る。崩壊跡 に 残留す る 岩盤 凸部 に 隣接す る 起点側

お よ び 終点側岩盤 が そ れ ぞ れ 崩落 し 2 筋 の 落石 堆 を 形

成 して い る 。

　 目視 観 察 し て い た 3 月 27 日，ち ょ う ど余 震 （震 度 1

程 度 ） に 遭遇 した が，突 出岩 盤 の 終点 側 の
一

部 が大 き く

崩 落 ケるの が 確 認 さ れ た。

　余震 が 続 く 4 月 1 日撮 影 の 航 空写 真 と地 震直後の 写

真 と を 比 べ る と ，崩壊 が 周 辺 に 拡大 し，崩 土 量 が 約 3

倍硅 度に 増加 して い る こ と が わ か っ た （ロ 絵写真
一 8 と

9）。

　3．3　糸島半島 西 浦 地 区 の 斜 面 被害

　四 浦地 区 で は，民 家 裏の コ ン グ リートブ ロ
ッ ク塀 が延

長 25m で 倒 壊 し，民 家 に 倒 れ か か っ て い る。こ の 地 盤

災害が 最 も規 模 力 大 ぎい 。民 家 に 隣接 す る裏斜 面 は，南

向 きの 山休 （細尾根び）標高56m ） に 連 な る 緩斜面の 裾

部 に 当た り，段 々 畑 と し て 利 用 さ れ て い る。民 家 に 隣 接

す る 畑地 と，更に
一

段 高い 平⊥H面に ，そ れ ぞ れ 連続 す る

クラ ッ ク が 発生 して お り，山 裾に近 い 方 の ク ラ ヅ ク の 延

長 は 28m に 及 ん で い る 。 地 質 は 花崗岩の 風化残 SS　1：

（ま さ土 ） で ，地 山の 露頭 で は 砂 粒 が粗 くハ ン マ ーで容

易に 掘れ る 程度の 強 さを 持 っ て い る。畑地 の 土 質は シ ル

ト混 じ りの 粗 粒砂 （人T 的な 十一地 改変）で あ り．現在，

サ ン プ リン グ を した 試 料 を 用 い て 土 質試験 を 実施中で あ

る 。
こ の 民 家裏の 擁壁 の 転倒 崩壊は ，地 震時の 十 圧 に よ

る もの か，隣扱 の 畑 地 に 生 じて い る ク ラ ッ クを頭部 とす

る 円弧 す べ り か，に つ い て 現 在検討を 加 え て い る。

　緩斜面を登 る林道 沿 い に は，路 面 ま た は 路肩 付近 に 開

冂 した ク ラ ッ クや 段 差 力 発 牛 した 箇所 が 多 く認 め られ る。

盛 十 が 地 震動 に よ っ て 切 り盛 り境 よ りズ レ を 生 じて い る

もの で あ り，崩壊 した の り面 の 向 きに 特微は ない。盛土

材 料 は周 辺 の ま さ土 で あ り，林 道 建 設 時 に H 切 り片 盛 り

で 作 られ ，盛 ⊥ 勾 配 が 1 ： 1．0よ り き つ く，の り 高 も 3

m よ り高 い 箇所 に 多 くク ラ ッ ク や 段 差 が 発 生 して い る。

　民家裏の 畑 地 よ り上 の 緩斜面 に 地 す べ り性 の 動 きが な

い か を 調査 した が ，尾根筋 に 分布す る 多亀裂性 の 弱 風 化

花 崗岩の 剥離型落石 と深 く削 られ た 木場道 （上 か ら伐採

木 を 搬 出す る 際 に 作 られ た 道）沿い に ，小崩壊や 落石 が

認 め られ る程 度 で，崩 壊 方向 も まち まち で あ り，規模 の

大 きな崩 壊の 徴候 も発 見で きて い な い 。花 崗岩 の 風 化 し

た ま さ土 か らな る山 で あ り，深層風 化が 進ん で い る もの

の ，地す べ り性の 地形は 認め られ な い （段 差地 形 は あ る

が
一

時果 樹園 と して 人工 的に 改変 され た 地 形で あ る ）。
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　 　 　 　 　 　 図 　 4　 西浦地区 の 調査平面 図

4． 急傾斜地擁壁お よび宅地地盤 の 被害の概要

　4．1 被害状況 （口 絵写真一10，11）

　玄界島て は 急傾斜地 に 宅地 が 造成 され，狭隘な 宅地 に

家 屋 が建て ら れ て い る。こ の よ うな 立 地 条件の 中で の 擁

壁 と宅 地 の 被害が 甚大で あ っ た 。地 盤工 学会で は，急傾

斜 地 に構築 され た 玄 界島の 宅 地 擁壁べ 法而 ⊥ に つ い て ，

215箇所の 被害 調査 を実施 した。

　〔D　宅 地 擁壁

　 玄 界 島の 遠 見 山 山頂 部 に は，約 百 万 年 前に ア ル カ リ玄

武岩 が噴出 し て お り，い わ ゆ るキ ャ ッ プ ロ ッ ク を形 成 し

て い る。玄界島の 宅地擁壁の 特微は，ほ とん どが 海岸や

斜面か ら回収 した 玄武岩円礫や角礫 （礫径500mm 前後）

を積 み kげ た雑石 積み 擁壁で あ る とい うこ とで あ る。ま

た，こ れ ら擁 壁 （写 真
一 1〕 に は 玄武岩礫を 積み Lげ た

だ け の 空 石積 み 方式 とコ ン ク リ
ートで 間 計 め した 練イi積

み 方式 と が あ り，最 大 5m 高 さの 箇所 もあ る 。高 さ，

背 山 び）地 盤 お よ び 1 礎地 盤等 に よ っ て 崩壊や 変 状の 度 合

い が 異な っ て い る が，ほ とん ど に 変状が 発生 し て い る。

特 に，空 石 積 み 擁壁 で は 被害規模 も大 きく，80％程度

に 崩壊 お よひ は ら み 出 し が発生 して い る （口 絵写真
一

12，13）。

　（2） 公 共 施設 の 擁 壁 お よび 法 面 工 （ロ 絵写 真
一14）

　公共施設 で は 重 力式 コ ン ク リ
ート擁壁 や コ ン ク リート

ブ ロ ッ ク 積み 擁壁 等が 施⊥ さ れ て い る。こ れ ら は，比 較

的損傷が少ない。一
定 の 基準をも っ て 設計

・
施 1：され た

公共 構造物 で は 被害 が 少な い 傾向で ある。また ，少な い

例 で は あ る が，ジオ テ キ ス タ イル を用 い た 補強盛土壁が

2 例 あ っ た。こ の 補 強 盛 土 壁 で は，補 強 材 の 露 出 部 が 部

分的 に 破 断 し，は らみ 出 しが 見受 け られ た。

　法面工 は，急傾 斜崩壊対 策事業 として 施 1：され て い る。

吹 付 け 法枠 ⊥ と ア ン カ
ー

付
．
き 擁壁⊥ の 2 箇所 に つ い て

現 地 調 査 を 彳1 っ た。い ず れ も地 震動 に よ り背面 の 不 安定

卜塊 と
一

緒 に法 面工 全 体 が 前 方に押 し 出 され て い る 。 法

面の 崩壊 ま で に は〒 っ て い な い が，変位 が 進行中 で あ る

た め 今後 の 観測 と対策 が必 要で あ る　 （ロ 絵写真
一15）。

　4．2　被害の 特色

　玄界島の 急傾斜地 は お お む ね 南向 きで あ る。地 震動は

土と 基礎，53　7 （570）
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写真
一1　 空積み 擁壁 （左 〕 と練 り榿み 擁 壁 〔右 ）

北 西一
南東の 断層 面 に 沿 った 横ず れ地震で 発生 した た め ，

南面の 擁壁 や 法面 の 被 害 が顕 著 で あ る。宅地 擁壁 の 東
一

西 而で は，南側主 働崩壊面 に 沿 っ た開 口 亀裂が 発生 した

り して い る。

　宅地 の 地 盤 は ま さ⊥ が主 体 で あ り，崩壊部 には 末 風 化

の 花絹岩 は 見受 け ら れ な い 。盛 E ・切土 境 界が 明 確 で は

ない が，擁壁背面 は盛 土 で あ る と想定 され，擁 壁 の 崩壊

面 で地 盤 を観察す る とかな リル
ーズで あ る。

　今 回 の 震 災調査箇所 に お け る急傾 斜地 擁 壁 の 種 類 や 被

災状 況 を ま とめ る と，図
一5 お よび 図

一 6に 示 す結果 と

な る。先 に も 述べ た とお り，宅地 擁 壁 の ほ と ん ど は 玄 武

岩礫 の 石積み で あ る た め 地 震動 に 対す る擁壁 としての 機

能 が不 足 した の は 明 ら か で あ る。 また ， こ れ らの 擁壁 と

家屋 が 近接 して い るた め ，擁壁 の 変状 に 比例 して 家 屋 の

被害 も大 き い （口絵写真
一16，17）。

　な お，こ の 急傾 斜 地 宅地 の 今後 の 復興 計 画 に つ い て は ，

調査結果を踏 ま え た様 々 な観点 か ら検 副 され るべ きで あ

る と考 え る。

5． 液状化と港湾施設の被害概要

　博 多湾 の 沿岸域 を 中心 に して ，地盤の 液状化が 発 生 し，

そ れ に よ る構造物の 被害 が認め られ て い る。こ こ で は，
液状 化発生 地 点の 分布 と液状化被害の 概 要 に つ い て ま と

め る と と もに ，港 湾 施 設 の 被 害 に つ い て も そ の 概 要 を 小

す。

　 5．1 液状化発生地点の分布

　地 震後の 踏査に よ り，地 表面 上 に 分 布す る噴砂跡 の 存

在 が確認で きた 箇所 を地 盤 の 液 状 化 が 明 らか に 発牛 した

場所 であ る とこ こ で は 判断 し，液状化発生地 点 を整理 す

る こ とを試 み た。図
一 7 は ，博多湾の 沿 岸域 を 中心 と し

て 今回 の 地 震で 液状化の 発生が 確認 され た地 点を 丸 印で

プ ロ ッ ト した もの で あ り，図 に は 博 多湾 の 埋 立 て 経過 に

つ い て も年代別に ハ
ッ チ ン グ で示 して い る。こ の 図に 示

され た 以 外の 場所に つ い て も，本震 後数 日経 過 した後 で

はあ るが，福岡 市中心 部の 大 神凹地 周辺，岡tE町 に 至 る

福岡 市東方沿 岸 域 周 辺 ，志摩町 に 至 る 福 岡 市 西 方沿 岸 域

周 辺 に お い て 調査団に よる 踏査が実施 され て い る。こ れ

に よ る と，福岡 市 中 心 部 で の 踏 査 に お い て は噴砂 跡等の

明 瞭な 液状 化 の 痕 跡 は確認 さ れて い な い の に対 して ，東

方 で は新宮漁港 の 埋 立地 ，西 方 では 糸 鳥郡志摩町の 中学

校校庭，北方 で は海の 中道海浜 公園で それ ぞれ液状化 し

た こ とが確認 さ れ て い る。今後，聴き取 り調 査等に よ り

液状化発生範開 が広 が る 可 能性 が 無い わ け で は な い が，
以 上 よ り，液 状 化 発生 地 点 の 多 くが ほ ぼ 埋 立地 に 集中 し

JUIy，2005
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　 図
一7　 博 多湾の 沿岸域 で の 液状化発 生 地 点 の 分 布 図

て お り，それ らの 地 点が 埋 立 地内で も全域に 分 布 して い

る の で は な く，点 在 して い る こ と が 指摘 で き る。こ れ よ

り，2000年鳥取 県西 部地 震な ど の 過去 の 地 震 に お け る

液 状 化 発牛 状 況 と比 較す る と，今同 の 地 震 に お け る液状

化の 程度は それ は ど激 し くは な い と判断さ れ る。また，
一
般 に埋 立 て 年数 が 長 くな るほ ど，液状化 が 発生 しに く

くな る こ とが 知 られ て い る が，そ の よ う な傾向は 今の と

こ ろ 認 め られ て お ら ず，こ の 要 因 に つ い て 検 討が 必 要 で

あ る 。各地 で 観測 さ れ た噴砂 跡の 様 fを ロ 絵写真一18〜

21に 示 す。

　5．2　液状化の 被害概要 （口 絵写真
一18〜21）

　博 多 湾の 埋 立 地 周囲 に あ る幾 つ か の 岸壁 ・
護岸構造 物
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ニ ュース

が 液 状 化に よ る被害を 受け た 。比較的被害 の 大きか っ た

岸壁は 中央埠頭，須崎埠頭に あ り，海底活 断層 の 延 長線

上 ，警固 断層推定 位置付近に 位 置 す る 。 最 も甚 大 な被 害

を受 け た 中 央埠頭 の 先端部 に あ る 7 号岸壁 （
− 5．5m ）

の 被 災状 況 を ロ 絵写 真
一22に 示 す。こ の 箇所で は ，岸壁

が 海側 に 最 大 1m 程 度 は らみ 出 し，背後 に あ る エ プ ロ

ン 部 が 1．2　 m 程 度 沈 ドした。本 岸壁は L 型 ブ ロ ッ ク式岸

壁 で あ り，こ の 構 造 物 の す ぐ背後で は，ロ 絵写真
一19に

示 し た よ う に 噴 砂 跡 が 確 認 され て お り，本岸壁の 被害が

主 に 地 震時の 慣性 力 と背 後地 盤 の 液 状 化 に よ り生 じた こ

とを 示唆 し て い る。ま た，地 震後の 観 測 で は，被 害を 受

け た岸壁 に 開 口 亀裂 が生 じて い るた め ，そ こ か ら 背後の

埋 立土 が 波浪 に よ り吸 出 さ れ，背後地 盤の 沈下が 次第に

増大 して い る こ とが 確 認 され ，陥没 等の 2 次 災害 が 懸

念さ れ て い る。

　 海 の 中道海浜公 園内に あ る 「光 と風 の 広 場 」 に お い て

は ，液状化に 伴 う地 盤 の 流 動 現 象 が発 生 した （ロ 絵 写 真

一23）。
こ の 広場 は 「カ モ 池」 に 向 か っ て な だ ら か に 傾

斜 した 地 盤 で形成さ れ て お り，被災状況は，池 に 平行 な

地 割れ が 多数 発 生 し，多 くの地 点 で噴砂跡 が 認 め ら れ，

構造物の 変 位 ・不 同 沈下 が 生 じた とい う もの で ある。簡

単 な 測 量 に よ り 測 定 し た 流動量 は 6m 程 度 で ，流動 が

起 こ った 範囲 は 池 の 縁 か ら 斜面 上 方に 向 か って 70m 程

度で あ り， 被 災範囲 は 長 さ2501n 程 度 で ，最大亀裂深 さ

は1，4m 程度 で あ った 。 1司様 な地 盤 の 流動 と 見 られ る 被

害 は 中央埠頭の イベ ン トバ ー
ス の す ぐ背後 で も発生 して

い る （ロ 絵写真
一24〕。 こ こ で も，地 盤 が 緩や か に海側

に傾斜 して お り，そ の 斜面地 に 地 割れ が 多数 生 じて い た。

　 5．3　港湾施設 の 被害概要

　 博 多港 ダ）国 有港湾施 設 61施設 に つ い て ，国 土 交 通 省

が 実施 した 調 査 に よ る と，38施設 に つ い て の 被 災 が 現

在報告 され て い る 1：
。 地 盤 工 学 会 ・十 木学会地 震 被害合

同調査団に よ る調査 に お い て も，ア イ ラ ン ドシ テ ィ お よ

び 香椎 パー
ク ポ

ー
トの 国際 コ ン テ ナ ・y　

一
ミナ ル につ い て

は 軽微な 被災で あ り，口 絵写真
一25の よ うに 港 として の

機能は 十 分確 保 され て お り，国際 コ ン テ ナ 輸送へ の 大 き

な 障 害 は 生 じて い な い こ と が 確認 さ れ て い る。し か し，

前述 の よ うに 中央埠頭 で は 7 号 岸壁 が た規模な 被災 を

受け て お り，隣接 す る 岸壁 も被 災 し，施 設 の 利用 に 影響

が 出 て い る。また，穀物 タ
ー

ミナ ル で あ る須 崎埠 頭 に つ

い て は 船舶の 着岸は可 能で あ る が，背後 の 民 間 の ベ ル ト

コ ン ベ ア 施設に 被害が生 じて お り，穀物 の 荷役 に支障 が

生 じる こ とが 懸 念 され る。そ の 他 国有港湾施 設以 外 で も

被害が 発生 して お り，福 岡 市 西 部 の 西浦 漁港，玄海島の

漁港 に も須崎埠頭や 中央埠頭 と同様 な 被害 が 発生 した。

　 岸壁 の 被災形態に 着 目す る と，博多湾内の 岸壁 に は 多

様 な 構造形式が 用 い られ て お り，そ れ に 起 因 す る と思 わ

れ る被災形態の 違い が 指摘され て い る 。 こ れ に つ い て は

岸 壁 の 耐 震評 仙 も含め て 今後の 課題 とな ろ う。

6． 市街地における被害集中域 と地盤特性

福岡市 に おけ る地 盤 の 特徴 と して 警固 断層の 存在が あ
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る 。 図
．− 8の 基 盤 岩 表面 等高WW’1）に 示 され る よ うに ，こ

の 警固断層を境 として，その 西側の 基盤岩表面 ま で の 標

高 が TPOm 〜− 20m で あ る の に 対 し て ，そ の 東側 に お

い て は，TP − 40　m 〜− 50　m とな っ て お り，天神凹 地

を形成 して い る 。

　警固断層を 東四 に 横 切 る 地 質 断 面 5〕

を 図
一 9 に 示 す。

基盤岩 で あ る 古第 3紀 の 砂 岩 ・頁 岩 ま で に 堆 積 して い

る 第 4紀層 の 層厚 は，警固 断 層の 西 側 で は 10m 〜20m

で あ るの に 対 して，そ の 東側 で は 40m 〜50m とな っ て

い る。

　警固 断層の 西 側 に お け る 地 質は ，ほ ぼ 中 洲層 （10m

〜20m 厚，沖 積 ，砂 質土 ，　 N 値 ： 3〜21 平均値9） で

構成 され て い るが，東 側 で は，同様 の 中洲層の ド位 に ，

博多粘土 層 （40m 〜50m 厚，洪 積，砂 質土 と粘性 十の

互層，N 値 ： 砂 質土 13〜37 平 均 値25，粘 性 土 5〜21 辛

均値 13）が 分布 して お り，そ の 下 は．金 武 礫 層 （洪積，

砂 礫，N 値 ： 19〜43 ’lz均値31） とな っ て い る。

　 図一10に，福岡 市に お け る コ ン ク リ
ー

ト構造物 の 被 害

分 布 状 況 fi〕を示 す （口 絵写真
一26〜28）。コ ン ク リ

ート

構造物の 被害分布は，警固 断 層東側の 天 神凹地 近傍に 集

中 して い る 。 こ れ は，基 盤 岩 に 入射 した 地 震波が，大 神

凹 地の 地盤形状
・
地質状況 に よ り増幅 され て，地表 面 に

到 達 した 結果 に よ る もの と想定 され る。図
一10に 示 さ れ

る よ う に ，天 神 北 部 の K −Net 観 測 点 と警固断層西 側 の

図 8 基盤 岩表面等高線図

図
一9　東 西地 質断 面 図

土と 基礎，53− 7 （570）
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図
一10　 コ ン ク リ

ー
ト構 造物被害 分布状況 図

福 岡 管 区 気 象 台 の 強 震 記 録 で ，そ れ ぞ れ 276gal と 199

gal （地表面最大加速度，
　 NS 成分）で あ っ た の に対して ，

天 神凹 地 に お け る 地 表面最大 加 速度 が489gal （NS 成 分 ）

で あ っ た こ とと整合する。

7． あ と が き

　本報告は，4月末まで の調査結果を速報的 に とりまと

め た もの で あ る。現在，調査結 果の 詳細 な分 析や そ れ を

反 映 した 解析等を 始 め て お り，調 査委員会 と して は，こ

れ らの 成 果 を 含め た 報 告書 を 今年 度 の 函 館 で の 地 igT．学
研 究 発 表 会 まで に と りま とめ る こ と として い る。特 に 福

岡市 か ら調査依頼が な され て い る 玄界島 と志賀島の 地 盤

調査 に つ い て は ，そ の あ り方や 今後の 復興計画 と 関連 づ

け て学 術的 な 視点 か らの 提 言を ま とめ る こ と として い る。

最後 に ，今まで に 合同 で の 調査を 行 っ て きて い る 上 木学

会調 査 団の 皆 様 は じめ，被害情報 を 提 供 して い た だ い て

い る九 州 整備 局，福岡 県，福岡 市 な どの 関係 機関
・
関係

各位 に 深甚の 謝意 を表 した い 。
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