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ぐるっと印旛沼



倉敷市真備町～予見された水害！？～
・1970年代までの水害予防組合の解散
・1964年に新河川法施行　河川管理が行政へ
・排水路の管理も町の負担へ
・1999年井原鉄道井原線開通
人と川の分断・・・災害の素因
・どう修復するか
災害対応
・工学的適応と環境学的適応環境学的適応
成熟社会、定常社会への移行
・その土地で暮らすということへの諒解
・ふるさとという感覚

（空中写真：国土地理院）



印旛沼周辺の土地の性質を理解すること
～ふるさとであるために～

双子公園のナウマン象の親子はどんな景観を見ていたのか
　氷期氷期の谷を想像してみよう！
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過去20万年前以降の気候変化

●氷期・間氷期サイクルの気温変化は
急激な温暖化、短い間氷期、長期の寒
冷化

●約2万年前に最終氷期は突然終わり、
急激な温暖化が始まった

●現間氷期で、最も温暖な時期はすで
に過ぎ去った

20万年前

現在 過去

12万年前

長期間の気温の変動が
海水準変動を引き起こした

（氷期の関東、「環境考古学」、安田喜憲）(C)園山俊二「はじめ人間ギャートルズ」



約12万年前、下総台地は古東京湾
の海底だった
⇒この海底が隆起して現在の台地面
になった（下末吉面=下総上位面）

約6万年前の海水準の停滞期に下末
吉面の下位に武蔵野面と呼ばれる地
形面が形成された

約2万年前の最終氷期最寒冷期に海
水準は100mほど低下し、古東京川が
形成された

氷期が約1万年前に終わりを迎え、海水準は上昇
し、約6千年前に現在より約3mほど高くなり、台地
を刻む谷は溺れ谷になった

その後、海水準は現在のレベルまで低下し、沖積低
地が形成された

前の間氷期以降の東京湾周辺の地形の形成（貝塚ダイヤグラム）

下総台地版をつくりたい
ものだ！

（貝塚、1977）
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新川低地の地質断面図（八千代市、2002年）

　10mくらいの谷が穿たれていた．．．
　あのナウマン像もこの谷を．．．

-10m



5000年前　間氷期の再温暖期、海水準は現在
より3mほど高かった

1000年前　かつての海が香取の海
として残っている

氷期が終わり、温暖化とともに海水準も上昇し、水域は埋め立てられていったが氷期が終わり、温暖化とともに海水準も上昇し、水域は埋め立てられていったが

●●縄文時代の貝塚はなぜ内陸部まで分布するのか縄文時代の貝塚はなぜ内陸部まで分布するのか
●●平安時代の利根川の流路が現在と違うのはなぜか平安時代の利根川の流路が現在と違うのはなぜか



（国土交通省利根川上流工事事務
所）

徳川幕府ー利根川東遷事業

利根川東遷は千
葉県にどのような
変化をもたらした
のでしょうか？

・東北の物資を江戸に運ぶため
・江戸を水害から守るため

赤堀川開削の様子

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00185.html


明治43年(1910年)8月台風による水害
庚戌(かのえいぬ)の大洪水

千葉県防災誌　風水害との闘い～洪水との闘い、十五夜の嵐、竜巻
～ 

利根川の大洪水
明治43年(1910年）
昭和13年(1938年）
昭和16年(1941年）
昭和22年(1947年）
⇒カスリーン台風
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洪水はコントロールされ、我々は便利な暮らしを享受している。洪水はコントロールされ、我々は便利な暮らしを享受している。
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印旛沼の“貌”を形成する流域の
　　　　　地形と水循環
・台地（地形面）と、台地を刻む谷・台地（地形面）と、台地を刻む谷
　谷を穿ったのは？　谷を穿ったのは？
・地下水流動系・地下水流動系
　湧水のメカニズム、舟形谷底の形成メカニズム　湧水のメカニズム、舟形谷底の形成メカニズム
　　　　　　～水と地形の相互作用～　　　　　　～水と地形の相互作用～



台地を刻む谷の成り立ちと水循環

(C)Google

平坦な地形面が数段ある

台地を刻む開析谷

地形を見ると水循環がわかる

下末吉面

武蔵野面

下末吉面

千葉段丘



杉原重夫(1970)：下総台地西部における地形の発達、地理学評論、43、703-718.

下総上位面

下総下位面

千葉段丘

杉原(1970)によると下総台地は
下総上位面と下総下位面および
河川沿いの千葉段丘から構成さ
れる

下総上位面＝下末吉面(約13万年前)
下総下位面＝武蔵野面(約6万年前)

約13万年前の海底

約7万年前の海岸段丘

約7万年前の河岸段丘

海水準の変動は
地形を残した

file:///C:/Users/kondohfaculty.chiba-/Documents/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BA%E8%A1%A8/Program%20Files%20(x86)/Google/Google%20Earth/client/googleearth.exe


印旛沼は古鬼怒川の流路、河岸段丘には竜ヶ崎砂層が存在
（武蔵野面）

約6万年前の海水準停滞期に東
京湾側では海岸段丘、利根川
（鬼怒川）側では古鬼怒川の
河岸段丘として下総下位面が
形成された

竜ヶ崎砂層と湧水の関係は？
（武蔵野台地では武蔵野礫層が湧水の源）

（河岸段丘）

（海岸段丘）

砂層が記録した川の流向



台地を穿つ舟底型の谷
下総台地を特徴付ける景観
どのようにして形成されたのでしょうか？
地下では何が起きているのでしょうか？

台地

斜面

斜面

谷頭

池

谷底



地形発達と地下水流動系

谷頭は湧水点
地下水の流れが
最も集中する場所

谷底は地下水面
湿地が形成される

台地の上には、主谷が
形成される前にあった谷
が残っている

LaFleur ed.　Groundwater as a Geomorphic  Agent)

台地の谷の発達は地下水の
流れと密接な関係にある

相互作用によって谷が
生まれ、成長していく

地形面の形成はわかった

谷の誕生と発達

谷は地下水の排水系

谷頭侵食



（柴崎ほか、1966)

印旛沼周辺の下総層群（成田層）の構造
地下水は多層構造

宙水：不透水層の存在によって、連続的な飽和帯である本水と独立に存在する地下水
　　　⇒関東ローム層下位の常総粘土層上に対するする宙水
本水：連続する飽和帯
　　　⇒上の図の本水Ⅰと本水Ⅱは降水量の多い時期には一連の地下水であった
　　　　かもしれない
　　　⇒気候の乾燥化、あるいは地下水位の低下により、本水Ⅰ（実質的には宙水）と
　　　　本水Ⅱに分離したかも知れない



伊能図（国土地理院）

近代の印旛沼流域-地図作製の歴史

古地図
近代的測量ならびに印刷技術普及以前に作成された地図の総称。
日本では江戸時代までの手書きあるいは木版画の地図を指す。

迅速測図(1880年頃～）
明治の初・中期に正式測図に先立ち、正規の基準点測量
の成果を使用しないで作製された諸図の総称
・初期の彩色フランス式
・その後、単色のドイツ式

旧版地形図(1900年頃～）
国土地理院が発行している新刊地図に対して、
過去に刊行あるいは作製して絶版になった地図

入手方法
国土地理院　http://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html
日本地図センター http://www.jmc.or.jp/

http://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html
http://www.jmc.or.jp/


明治前期測量2万分の１フランス式彩色地図に
添付されている明治初期の下総台地の姿



（迅速測図集成図　現竜ヶ崎図郭）

将監川

利根川

新利根川

小貝川
竜ヶ崎

手賀沼

木下

栄町5

フランス式からドイツ式への変更
昔の地形図から土地の性質に関わる情報を
読み取ることができる

file:///C:/Users/kondo/Documents/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BA%E8%A1%A8/2018/20180907_%E5%8D%B0%E6%97%9B%E6%B2%BC%E5%B7%A1%E6%A4%9C/images/%E9%BE%8D%E3%83%B6%E5%B4%8E_%E8%BF%85%E9%80%9F%E9%9B%86%E6%88%90.jpg
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1:人工堤防、2:流路と流向、3:印旛沼干潟・利根川沿後背湿地
4:後背低地、逆三角州、5:自然堤防、6:段丘
（鈴木隆介、「建設技術者のための地形図読図入門２低地」）
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迅速測図集成図　明治15年頃の印旛沼流域
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洪水が形成し
た印旛沼の逆
三角州

２００１年

1947年

利根川の洪水時
の水位は約５ｍ
　　　↓
印旛沼の水位は
約２ｍ
　　　↓
洪水時に何が起
こったか？

利根川の大洪水
明治43年(1910年）
昭和13年(1938年）
明治16年(1941年）
昭和22年(1947年）
⇒カスリーン台風



印旛沼の未来

・自然と人の歴史のなかで、印旛沼はその姿・自然と人の歴史のなかで、印旛沼はその姿
を変えてを変えて今に至っています。今に至っています。

・印旛沼と人の関係性をよくするために・印旛沼と人の関係性をよくするために
は、私たちは何をしたらよいのだろか。は、私たちは何をしたらよいのだろか。

●様々な“世界”の存在に気づく

　都市と農村を行き来できる精神的習慣

●未来をよくするためには

　今をよくする。今につながる未来は。
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