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既存柱状図と GIS を用 い た前橋泥流堆積物の 体積の 推定

吉　田　英 　嗣
掌

Volumetric　Analysis　of 　the　Maebashi 　Mud 　Flow 　Deposit

　 　 　 　 Based　 on 　Borehole　 Columns　 and 　GIS

Hidetsugu　YosHIDA ’

Abstract

　　The　 Maebashi　mud 　now 　 deposit　is　distributed　to　 the　 northwestern 　 part　of　the

KImto　 Plain，　 central 　Japan，　 This　 deposit　 is　 considered 　 to　 be　a　 part　 of　 the　debris
avalanche 　deposit　 which 　accompanies 　 with 　the　large−scale 　destruction　of　 Asama
volcanic 　cone ．　 The　event 　 is　supposed 　to　have　occurred 　about 　 24000　 years　before．
Both　 the　 surface 　 and 　 the　 basai　 contours 　 of　 the　 Maebashi　 mud 　 now 　 deposit　 are

reconstructed 　based　on　borehole　columns 　using 　GIS　software 　to　 calculate 　the　 volume

of　the　deposit．　The　volume 　is　estimated 　3．98 × 109　m3 　in　the　study 　area ．　This　value

suggests 　 that　 the　 Maebashi　 mud 　 Oow 　 event 　 has　 given　 a　 decisive　 impact　 to　 the

geomorphic　development　of 　this　 region ，

　　Key 　words ： Maebashi 〃zπ4 ガo測 4砂o覊 〃o’ume ，　 GJS，　 borehole‘吻 mns ．

1．は じ め に

　上流部に第四紀火lllを有す る河川流域で は，恒常的 な河川プ ロ セ ス に よる土砂供給 に加

え， と きに火山 イベ ン トを起源 とする大規模な土砂供給が
， 地形形成 に大 きな影響を与え

うる．成層火山体の 崩壊 に伴 う岩屑流堆積物や そ れ を起源 とする泥流堆積物は ，大規模 な

土砂供給の
一

つ とい える ．成層火山体の 崩壊は
， 火山体 の 発達過程 にお い て 少 な くとも一

度 は 起 こ る現 象 で あ る と され （守屋 ， 1983）， その 痕跡 は各地 で 認め られ て い る （安田，

1951；水野 ， 1962；守屋 ，1980；土 井，1991な ど）． しか し
，
ui （1983）や 井 口 （1988）

に よれ ば，こ の イベ ン トに よ っ て 供給 され た土砂量 に関 して は，全量 はお ろかそ の
一

部分

で す らほ と ん ど見積 もられ て い ない ．堆積物の 量 を推定する た め に は，堆積場 における土

砂堆積前後の 地 形変化を復元 しな けれ ば な らな い が
， それが可能 なフ ィ

ール ドが少 な い た

め と思 わ れる ．よ っ て 現段 階で は，個別の 火山イベ ン トを対象 とした ，移動上 砂量 に 関す
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る事例研究 を蓄積 して い く必要性が 高い と考える．

　本稿 に て 対象 とす る関東平野北西部 に は，古 くか ら火 山性 の 泥流堆積物が存在す る こ と

が指摘 さ れ て きた ．こ の 堆積物 は
，
新井 （1962）に よ っ て 「岩 鼻Mud 　fiow　deposit」と命名

され た が ，そ の 後，新井 （1967） に よ っ て 「前橋泥流堆積物」 と改名 され，最終氷期最盛

期 に先 立 つ 約 2．・1 万年前に堆積 した こ とが 明らか に され た ．さ ら に 新井 （1971）は，前橋

地域 にお け る前橋泥流堆積物 の 層厚が 10　一ユ0 数 m に及ぶ こ とな どの 特徴を論 じた ．早 田

（1990） に よれば ，前橋泥流堆積物は 堆積物の マ トリ ク ス の 重鉱物 組成 な どか ら，浅間火

山で 発生 した 大規模山体 崩壊 に伴 う岩屑流堆積物に起源を求め る こ とが可能で
，

一
部 が吾

妻 川に流 入 して 泥流 とな り，関東平野北西部 まで達 した もの と考 え られ て い る． しか し，

前橋泥流堆積物の 体積 に関 して は ，こ れ まで 全 く検討 され て い ない ．

　吉田 〔投稿中）は
， 前橋泥流堆積物 に よ っ て形 成 された堆積面 は

，

一
部が そ の 後の 河川

プ ロ セ ス に よ っ て 侵食を受けて い る が
， 堆積物 の 大部分 は現在 も前橋や 高崎の 地丁 に残存

して い る こ とを明 らか に し， そ の 3次元構造 を断面図 と し て 示 した． また
，

そ の 過程で 約

450本 の ボ
ー

リ ン グ柱状 図 （地下 地 質資料）を得 た ．本稿で は T 当該地域 の 地形発達 に 関

す る知見 （吉 田，投稿 中）に基づ き，これ らの地 F地 質資料 と GIS を用 い て 前橋 泥流堆積

前後の 地形変化 を推測 し，前橋泥流堆積物の 体積 を見積 もる こ とを試み た ．

2 ． 調 査 地 域 概 観

　調査 地域 は ，関東平野北西 部の 「利根 川扇状 地」 （早田，2000）と呼ばれ る地域 にあ た り

（Fig，1）， その 北 東縁 を赤城火 山麓斜面 ，北西縁 を榛 名火山麓斜面 ， 南縁 を主 に第三 系か

らな る署野谷 丘陵お よ び立 川面相当の 段丘 面 （杉山ほ か
，
1997）に よ っ て 限 られて い る ．

利 根川 支二流 の 吾妻 川流域 の 最奥部 に位置する浅問火山 とは ，直線距離 に し て 約 50km 離れ

て い る （Fig．1）．利根川流域 に は多くの 第四紀 火山が 分布 し，浅間火山は そ の うち最 も新

しい 火 1⊥1の ．・
つ で ある ．本地域 には河成砂礫で あ る 「前橋砂礫層 」（新井 ，

1971）の 上位 に

前橋泥流堆積物が広 く分布 し，大部分 は段丘 とな っ て い る　（吉田，投稿中）．

3 ．前橋泥流堆積物

　Fig．2 に は調査地域の 地形面区分 と
，

ボ
ー

リ ン グ柱状 図に 基づ い た現存する前橋泥流堆

積 物の 層厚 を示 した ．なお ，ボ
ー

リ ン グ柱状図の 記載に お い て
‘‘
前橋泥流堆積物

”
と認定

す る基準と して は，以下 の こ とが挙 げ られ る．す なわ ち，「火 由泥流」，「礫混 じ り粘十 〔シ

ル ト｝Ll 礫混 じ り火 山灰」な どと多様に記 載 されて い るが ， 亜角礫 の 乱雑 な混 人， 5 〜

35 （平均的 には 10 〜 20）を示す N 値 ， 軽石の 混入，全体 として の 色 調が 暗灰色 一暗褐色

な ど とい っ た特徴が共通 して み られる こ と，な ど で ある．こ れ らの 事項 に よ り，河成 の 砂

礫層 とは明暸 に 区別で きる ，
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　調査地域 の 地形面 は 大 きく 4 つ に 区分 され （Fig．2），その うち前橋面下 お よび 高崎面
．
ド

で は 前橋 泥流堆 積物の 層厚は大 き く，前者で は 12 〜 18m
， 後者で は 15m 以 上が広 い 地域

を占め る．調査地域 の 南部 お よび北部で は層厚は減 じ，利根川 と鳥川が合流 する付近 の 前

橋面下で は 10m 前後 ， 最北部の 前橋面下 で は 12　m 強で ある ．一
方 ， 東西方向で の 層厚変

化は南北 方向で の そ れ に比 べ て 小 さ く，
ほ ぼ

一
定の 厚さを保 つ 傾向 にあ る．前橋面 と榛名

火山麓斜面 との 境界付近で は ，後者 に近づ くに つ れ て 前橋泥流堆積物の 層厚が 急減 し，火

山麓斜面にお い て は全 くみ られ ない （Fig．3）．

　前橋而 お よび高崎面は，堆積当時の 原形 をほ ぼ保 っ て い る と考え られ るが ，広瀬面お よ

び井野面 は，前橋泥流堆積後 に本流河川 に よる侵食作用を受けたため （早 凵」，
1990 ；吉 田 ，

投稿 中）， 前橋泥流堆積物の 層厚は一般 的 に 10m に満た ない ．広瀬面 と井野面で は，前橋

泥流堆積物 の
一

部 は侵食 され
， 新規の 砂礫層で ある広瀬 川砂礫層 ，井野川砂礫層がそれ ぞ

れ堆積 して い る （Fig．3）．

　調 査地域全域 に お い て
， 前橋泥流堆積物や先 述 の 砂礫層 の 上位 には ，砂，シ ル ト

， 粘＋

な どの 細粒物 質が堆積 して い る ．また，高崎面 と井野面 に は
， 軽 石流 の 特徴を示す 「井野

川泥流堆積物」が堆積 して い る こ とが明 らか とな っ て い る （古田 ，投稿中）が
， 本稿で は

Fig．3．　 Geological　sections

　 　 　 Locations　 of　 secti 〔ms 　 are　 shown 　in　 Fig．2．
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こ れ ら令て を
一

括 し
， 前橋 泥流堆積物 よ りも新 しい 表層堆積物 と して 扱 う．

4 ．既 存柱 状図 と GIS を用 い た解析

4 ．1．　 体積の 推定方法

　 堆積物 の 体積 を推定す る とき，そ の 3次 元的 な広が りを把握する こ とが 第
一

の 作業 とな

る。本稿で は個々 の 柱状図 を検討 し
， 前橋泥流堆積物 を抽出 した．

　そ の 後，各々 の 地点に関 して XYZ 座標系 を適用 し，　X とY には平面上 で の 位置座標値 を
，

Z に は標高値 を与 える とい っ た作業 を ， Microlmages社 GIS ソ フ トTNTmips 　version 　6。6．ヒ

にて行 っ た．体積の推定に関する手川頁を以 下 に述 べ る ．

（1）前橋泥流堆積面 とみ な しうる地点 にお ける柱 状図 に つ い て ，記載 されて い る前橋泥

流堆積物の上 限の標高値を Z 座標値 として与えた．堆積面 を復元するた め の 地形近似 の 補

間方法 と して Keckler （1995）に示 される うち，　 Triangulation法，　 Polynomial法，　 Minimum

Curvature法を適用 した とこ ろ，本地域の 場 合は ， 2次元 の 3 次 ス プ ラ イ ン 関数 を使 用 し

て
，

．一
連 の 入力標高 値 を近似 す る Minimum 　Curvature法 が最 も適合 して い る と判 断 され

た．なぜ な ら，こ の 方法 に よ っ て 得られ た等値線が ，Fig．2 にお い て 特 に柱状図が 密で あ

る北部地域の 細 か な凹凸 を最も良 く表現 して い る た め で あ る 。た だ し， 3方法に よ り計算

され た体積値の 差は ，± 10％ 内外で あ り， 体積計算に は い ずれ で あ っ て も大差 は な い と

思 わ れる．よ っ て ， 本稿 で は Minimum 　Curvature法 に よ り得 られた結 果の み を述 べ る こ と

とす る ．

（2 ）同様 に して
， 各々 の 柱状 図 に記 載 され て い る 前橋泥流堆 積物 の 下限の 標 高値 を Z 座

標値 として与え，Minimum 　Curvature法 に よ っ て底面を復元する．

（3 ）Fig．4 に 示 す よ うに ，両者間 に生 じる 空間 を堆積物の 体積 とみ な し，そ の 量 を GIS ソ

フ トに よ っ て 計算する．

　 なお ，本稿で は 前橋泥流堆積物の 堆積後の 圧 縮 に よ る 体積の 変化は 考慮 に 入 れ て い な

い ．前橋泥流 は地質時代で は新 しい 時代で ある約 2．4 万年前 に堆積 した こ と，泥流堆積物

を覆 う表層堆 積物の 厚 さは 10m 以下 で あ る こ と （Fig．3）を踏 まえる と
， 圧縮 に よる層厚

の 減少は無視 し うる と考え られ る ．

4．2． 境界条件

　 3 にお ける記載お よび調査地域 を横断する地質断面 図 （Fig．3）に よる と，広瀬面 や 井

野 面で は前橋泥流堆積物が侵 食され て い る こ とが 明 らか で あ る．よ っ て
， 前橋泥流堆積当

時の 体積を推定す る場合，こ れ ら侵食 され た部分 を見積 もる必 要が ある ．

　前橋泥流堆 積直前にお け る調査地域 の 地形は，箱状の 堆積盆をな して い た と考え られ る

（Fig．3）．す なわ ち ， 前橋 泥流 が堆積 す る以前 の 本 地域 は
， 赤 城火山麓斜面 や榛 名火山麓

斜面，岩野 谷丘陵 な ど とは 急斜面 に よ っ て 境 され て い た．また ，先述 した よ うに泥流堆積

物 の 東西方 向へ の 層厚変化 が小 さい と考え られる こ とを踏 まえる と，広瀬面 ，井野面で は

N 工工
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Fig．5 に示す処理．を行 うこ とで ，泥流が堆 積 した部分 の 復 元が 冂」
』
能 と考 える．すな わ ち，

前橋泥流分布範囲の 境界付 近お よび 広瀬面や井野面
．
な どの 泥流堆積物侵食域 で は，

．
前橋而

と高崎面 に お ける デ
ータ の う ち，直近 の デ

ー
タ を投影 し

， 線形 に補間する こ とに よ っ て ，

「谷埋 め」の 処理 を行 う，
とい うこ とに な る．な お ，Fig．3 や 前橋砂礫層 の 上 限

’
高度分布か

ら
， 現地 表面 の 傾斜方向 と前橋泥流流下 前の 地表面の 傾 斜方向とは ほ ぼ 岡．方向で あ る こ と

が推測 される た め
， 直近 の デ

ー
タ は現地表

．
面の 傾斜方向に対 して 直交 方向に投影 した．

　　前橋面 ，高崎面で は前橋泥流堆積面が ほ ぼ保存 されて い る と考 えられ ，
こ こ で は Fig．3

Fig．4．　 Methodology　for　estimati 〔）n　of　the　volume
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Fig，5，　 Methodology　 for　 rest ⊂）ring 　of　the　 Maebash 孟Inud 　fiow　deposit

　　　　Both　the　t【）p　and 　the　bottom　altitudes　of　the　Mael〕ashl　mud 　fiow　dep〔］sit　given　by
　　　　borehole　 columns 　 on 　 thc　 Takasaki　 and 　 the　 Maebashi　 surfaces 　 are　 used 　 as　 the

　　　　original 　data　because　these　surfaces 　are　regarded 　to　have　maintaincd 　the　〔｝riginal

　　　　structure 　 of 　the　 Maebashi　 mud 月ow 　 deposit．　 Only　 the　 b〔｝tt〔〕m 　 altitude　 of　 the

　　　　deposit　given　by　borehole　 columns 　on 　the　Hirose　 and 　the　Ino　 surfaccs 　arc 　utilizcd

　　　　as 　the 　 original 　 data　if　 they 　 reach 　the　 Maebashi　 Gravel　layer、　 Because　 it　 is　 not

　　　　clear　 that　 the　 original 　thlckness 　 of　the　Maebashi 　 mud 　flow　 deposit　 on 　the 　 maln

　　　　part　of　erosional 　surfaces 　like　the　H 至rose 　and 　the　Ino　surfaces ，　 both　the　top　and

　　　　the　bottて｝m 　 altitudes 　 are 　 supposed 　 and 　defined　taking 　 some 　geomorphic

　　　　characteristics 　of　thc　study 　area　into　consideration 　and 　defined　on 　the　edge 　of

　　　　distribution　arca 　of　the　deposit　as　the　processed　data．　In　this　paper，　the　processed

　　　　data　 are 　gained　by　the　linear　 inter〆cxtra −polatioll　 utilized 　from　the　 nearest 　 b〔，rehole

　　　　data　each 　otheL 　Hatched　area 　is　regarded 　and 　calculated 　as　the　original

　　　　distribution　of 　the　deposit．
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に示 され る ように，前橋泥 流堆積物 の 上限が 2m 前後の 緩や か な 凹 凸 を呈 す．こ の こ と

は，前橋泥流堆積面 に 若干の 凹凸が生 じて い た可 能性 を示すが，先述 の 「谷埋 め」の 方法

で は平面で近似 して しまうの で，こ うした初 生的な凹凸 まで は復元 で きな い ．しか し，こ

れ まで に述 べ て い る よ うに前橋泥 流堆積物 の 層厚は 15 〜 20m の こ とが多 く，2m 前後の

凹凸は層厚 の 10％程度に過 ぎな い ．また
，

た と え凹 凸が 存在 して い た と して も， 凹部の 占

め る部分 と凸部 の 占め る 部分 とで概ね相殺 され る と考え られる ．よっ て ，初生 的な凹凸 を

詳細 に 復元で きな くて も， 計算 される体積の 誤差は 10％以下 で あ る と判 断 され る こ とか

ら
， 先述の 「谷埋 め」 を用 い る．

　Fig．5 に示す よ うな処理 を して 得 られたデ
ー

タ を，本稿で は 「加．」1デ ー
タ」 と呼ぶ ．加

工 デ ータは前橋泥流堆積面の復元 に 19地点 （Fig．6）を，前橋泥流堆積底 面の 復元 に 25地

点 （Fig．7）をそ れぞれ 設定 した ．それ らの 位置は，泥流堆秩物分布範囲 を取 り巻 く，主 に

急傾 斜面 を旱す周 辺地形 （Fig，5 の 1） をその 勾 配 を維持す る ように 泥流堆積物分布範囲

内 に延長 し，地下 にお い て 推定 され る 前橋 砂礫層 と交わ る XY 平面上 で の 位置 （Fig．5の

P）で あ る．全 て の 加⊥ デ
ー

タが ，推定さ れ る泥流堆積物分布範囲境界か ら 300m 以 内に

Fig．6．　 Reconstructed　 surface 　 contour 　of 　the　Maebashi　mud 　flow　deposit
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Fig．7．　 Reconstructcd　basal　contour 　 of　the　Maebashi　mud 　flow　deposit

お さめ られ る た め ，Fig．5 にお ける A 部の 量 は
， 泥流堆積物全体 の 量 と比較 して 無視 しう

る．

　Fig．2 に 示 され る よ うに ，デ
ー

タ と して 用 い た柱状 図 に は地域的 な偏 りが あ り，特に南

部で はデ ー
タ数が少 ない ．また

， 広瀬面 や 井野面で は前橋泥流堆積物の 堆積 当峙の 層厚が

侵食に よ っ て不明な地点が 多 く，こ う した地域 で は Fig，5 にお ける柱状図の デ
ー

タ と加工

デ
ータ と の 距離が 最大で 3km 程度に な っ て しまう． しか し，1 お よび 2 で 述 べ た よ うに ，

前橋泥流 が堆積す る直前の 本地域 は，前橋砂礫層が 堆積する環境にあ っ た 〔早田 ，2000）．

また，関東平野北縁お よび周辺の 山地域 にお い て も，同時期 は河床高度が 安定 して 幅広 い

平坦 面が形 成 され て い た （吉永 ・宮寺，1986 ；須 貝 ，
1992）． こ れ ら を踏 まえる と，前橋

泥流流下 直前の 地表］fliは比較 的平坦 で あ っ た と推測 され る ，そ れ ゆ え ，
　 Fig．5 に 示 す補 間

丿∫法は休積の 計算結果に大 きな誤差 を生 じさせ る もの で は な い と考え られ る．

4．3． 結果 と考察

　地形発達 を考慮 し，以．ヒの ような処理 をした後，堆積当時における前橋泥流堆積面 （Fig．6），

前橋 泥流堆積底面 （Fig．7）の 等高線 図 を MicroImages社 GIS ソ フ トTNTmips 　version 　6．6
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を用 い て 作成 した ，用 い た デ
ー

タ数 は前者 で は 203 （うち加工 デ
ー

タは 19）， 後者で は 219

（うち加工 デ
ー

タは 25）で あ る．ただ し，広瀬面 と井野面で は前橋泥流堆積物の層厚 を線

形補間に よ り求め て い る ため ，これ らの 地域 に おける復元 面は 大局的な傾 向を示す に と ど

まる 点に 留意す る必要があ る．

　Fig，6 ，Fig．7 を用 い て前橋泥 流堆積物 の 体積 を，同 じくTNTmips 　version 　6．6 に て 計算

した と こ ろ ，3．98 × 10”m ”

とい う値が得 られ た．前橋 泥流堆積物の 体積 を，単純 にその 分

布面積 （約 21ユkm2） と 「平均的 な層厚 （約 14．5m ）」 と の 積 に よ っ て 推定す る と 3．06 ×

109m3 と な っ た ．こ の 値 は，　 GIS に よる 値の 約 77 ％ で あ り， や や小 さ い ．こ の 計算で は ，

「平均的な層厚」 と して は
， 堆積 面上 に お ける 各柱状図 か ら得 られ る層 厚 を足 し合 わせ，

それ を柱状 図の 数で 割 っ た値を用い て い る ．こ の ため ，本地域の 北部に数多く偏在する層

厚 12m 前後の 層厚 の やや小 さな柱状 図の 影響 を受 け，全体の 体積が 小 さめ に 算出 された

と判断 される．本稿で 扱 っ た前橋泥流堆積物の 場合 ， それが流 下する以前の地形が比較的

単純で あ っ た ため に，柱状 図が偏 在 して い る割に は，分布面積 と 「平均的 な層厚」 と の 積

に よる値 と GIS に よる値 とが大 き く異な らなか っ た と考えられる ．

　先述の 通 e）　，前橋泥 流は 浅間火山で 発生 した大規模山体崩壊に 伴う岩屑流 を起 源とする

が，岩屑流堆積物 の 一
部は，浅間火山北麓や吾妻 川の 河谷 を流 下す る途中に堆積 した．．・

方，前橋泥流堆積物 と し て 本地域 に 到達す る まで には ，河床礫 な どを取 り込 んで きた とも

考えられ る ．そ れゆ え，本稿で 得た値 をその まま浅 問火山の 大規模山体崩壊土砂景 とみ な

すこ とは で きな い が
， 火 山 イベ ン トを契機 とす る 109m3オ ー

ダ
ー

の 土 砂供給 は 示 された．

こ の こ とは
， 第四紀火 山が存在する流域で は

， 大規模 口」体崩壊 が発生 した場合，当該火山

の近縁ばか りで な く中下流部 に も多量 の 土砂が供給され，流域 の 地形が 大 きく変化 しうる

こ とを意味 して い る．

　とこ ろで
， 浅 間火山起源 の イベ ン トと して 1783年に 「天 明泥流」が発生 し

， 利根川 の
．
ド

流域 に まで大 きな災害 をもた ら した こ とが 知 られ て い る が ， そ の 体積は L4 × 108m吃 見

積 もら れ て い る （井上
，
1995）．前橋泥流堆積物の 起源で あ る浅間火山の 岩屑流 は

， 現段 階

で は堆積物 の 全 量 を把握で きて い ない が
， 少 な くと も天 明泥流 よ りも 1桁大 きな 規模 で

あ っ た と考えられ る．岩屑流堆積物 も含め ，成層火山体で の 大規模 山体崩壊 を契機 と して

発生 した土砂量 を推定 した例は少な い が
，

た とえば ，1888 年にお ける磐梯火niで の事例で

は ，崩壊土 砂量 が 1．8 × 10”
m3 （大八木 ，1987） と，八 ヶ岳起源の 「韮崎岩屑流堆 積物」

は ，8．96 × 109　m3 （甲府盆地 第1儿1紀研究 グル
ー

プ
，
1969） と見積 もられて い る．前者は最

近の イ ベ ン トで あ り，前地形の 推 定が容 易なた め に推定精度 は高い で あろ う．しか し
， 後

者は岩屑流流下 前の 地形の 推定が よ り困難な 中期更新世 にお ける イベ ン トで あ り，それゆ

え に堆積域 を幾つ か の 地域 に 便宜的に 区分 し，それ ぞれの 平均的 な層厚 と分布面積と の 積

を求 め，それ らの 合計 を体積 と して算 出 して い る．本稿で は
， 対象と した前橋 泥流堆積物

が韮 崎岩屑流堆 積物 ほ ど占 くは な い もの の ，前地 形 を十分に 考慮 した結果 ， 高い 精度で 土

砂量 を推定で きた ，
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　質的 ・量的に十分 な柱状図 （デ
ー

タ）が 得 られ る場合に は，GIS に よ っ て 客観 的 に前地

形を復元 し，高精度で 堆積物 の 体積 を見積 もる こ とが で きる ．また，デ
ー

タの 追加や 削除

が 容易で あ り，デ
ータ 数が 多くな る に つ れ て 膨大 となる計算 も迅速 に 処理で きる．こ うし

た GIS の 持 つ 特性 を生 かすため に地質柱状 図 を デ ータ ベ ース 化 し，即効性が求め られ る⊥

地利用 や地盤条件に対す る ア セ ス メ ン ト
，　 1次的な災害の リ ア ル タ イ ム 予測な どに 応用 し

て い くこ とが望 まれ る．

5． ま と め と 課 題

　本稿で は既存柱状 図 と GIS を用 い ，関東平野北西 部 に分布 する 前橋泥流堆積物の 分布 と

体積 を推定 した．3 次元的な分布は 前橋泥流堆積面 ， 前橋泥流堆積底面 の 各等高線図 と し

て Fig，6 お よ び Fig．7 に 示 され
， それ らか ら得られ る体積は 3．98 × 10“’

　m3 で あっ た ．

　なお ，既 に述べ た とお り，本稿で扱 っ た前橋泥流堆積 物は
， 浅間火 山にお ける 大規摸山

体崩壊 に伴 う岩屑流堆積物 の 全量 で は な い ．火 山体崩壊 イベ ン トの 規模 を評価す る た め に

は
， 前橋泥流堆積物 をもた ら したイベ ン トと同

一
の 起源 とされ る，中之条盆 地の 中之 条泥

流堆積物 （早 田 ，1990）や ， 信 濃川流域 に属す る佐 久盆地 の 塚 原 泥流堆 積物 （Aramaki，

1963） な ど，各所 におけ る堆積物 の 全容 を捉 える必要が あ り，今後の課題 で ある ．
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