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1. 全体フロー 

 

市町村の活用方法の検討 県民への広報・周知手法の検討

検討データ及び結果データの更新性の確保

得られた知見を活かしたハード的及び
ソフト的液状化対策の提案

千葉県の地盤モデ
ル，動的物性値

（平成19年度千葉
県地震被害想定調

査結果）

千葉県の液状化に
関する地域特性
＜250mメッシュ微
地形区分を用いた
千葉県の液状化し

やすさ＞

東日本大震災による千葉県内の
液状化発生位置・液状化被害の把握

千葉県内の液状化現象の再現

液状化した地層・液状化の原因・メカニズム
被災地域の地域特性の解明

得られた知見の取りまとめ

得られた知見を活かした新しい
液状化危険度マップの作成

＜1987年千葉県東
方沖地震＞

による
液状化発生の記録

及び地震波形

・調査項目の提案
・現地調査の実施
・室内試験の実施

＜液状化現象の解明と液状化対策の検討＞

＜検討結果の広報等＞

1/27時点の作業・解析範囲予定
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2. 千葉県内の液状化発生位置について 

 

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖地震(M9.0)によって，関東地方で液状化

した都道府県と市町村をまとめたのが表-2.1である．千葉県で液状化が発生した市町村数は 25 市町

村で，茨城県の 36 市町村の次に多い． 

本章で示す図は，国土交通省関東地方整備局・公益社団法人地盤工学会による，東北地方太平洋沖

地震による関東地方の地盤液状化現象の実態解明 1)と千葉県環境研究センター液状化報告第 1報～第

4 報 2)からの抜粋，及び，加筆修正したものである． 

 

表 2.1 関東地方で液状化した都道府県と市区町村数 
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図 2.1 関東地方で液状化現象が認められた地点，及び地域 

 

 

 

 

 

出典：「東北地方太平洋沖地震による

関東地方の地盤液状化現象の実態解

明 報告書」，国土交通省関東地方整

備局・公益社団法人地盤工学会，平

成 23 年 8 月 
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 図 2.1のうち千葉県内の調査範囲は，図 2.2.1に示す黄色の範囲である． 

各調査範囲の拡大図を，図 2.3.1から図 2.3.7に示す． 

 

図 2.2.1 千葉県で液状化現象が認められた地点，及び地域 

（黄色で囲われた調査範囲 1から 7） 

 

出典：「東北地方太平洋沖地震による

関東地方の地盤液状化現象の実態解

明 報告書」，国土交通省関東地方整

備局・公益社団法人地盤工学会，平

成 23 年 8 月 
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図 2.3.1 液状化調査範囲位置図その１（東京湾岸北部） 

 

 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.2 液状化調査範囲位置図その 2（東京湾岸南部） 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.3 液状化調査範囲位置図その 3（南房総） 

 

 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.4 液状化調査範囲位置図その 4（九十九里沿岸） 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.5 液状化調査範囲位置図その 5（利根川下流域（佐倉～銚子），霞ヶ浦南東部） 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.6 液状化調査範囲位置図その 6（利根川下流（我孫子～佐倉），霞ヶ浦西部） 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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図 2.3.7 液状化調査範囲位置図その 7（荒川下流北部，古利根川流域南部） 

出典：「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象

の実態解明  報告書」，国土交通省

関東地方整備局・公益社団法人地

盤工学会，平成 23 年 8 月  
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・千葉県環境研究センターによる液状化被害分布 
 

 
 

図-2.4.1 千葉市美浜区幸町から真砂における噴砂の分布と噴砂の集中帯 

 

 
図-2.4.2 千葉市美浜区若葉から習志野市芝園における噴砂の分布と噴砂の集中帯 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 1 報（3 月 18 日掲載）より抜粋 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 1 報（3 月 18 日掲載）より抜粋 
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図-2.4.3 千葉県内における液状化-流動化被害分布とその地域区分及び調査位置 

 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 2 報（4 月 15 日掲載）より抜粋 
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図-2.4.4 範囲①：千葉県北西部湾岸地域の液状化被害 

 

 

 

図-2.4.5 範囲②：千葉県北部利根川流域の液状化被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 2 報（4 月 15 日掲載）より抜粋 

 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 2 報（4 月 15 日掲載）より抜粋 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

図-2.4.6 範囲③：外房地域での液状化被害 

 

 

 
 

図-2.4.7 範囲④：千葉県南部での液状化被害 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 2 報（4 月 15 日掲載）より抜粋 

 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 2 報（4 月 15 日掲載）より抜粋 
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図-2.4.8 浦安市における杭基礎構造を持つと推定される構造物の抜け上がり分布

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 3 報（6 月 9 日掲載）より抜粋 
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図-2.4.8 千葉県を含む関東地方の地下水盆中における液状化-流動化分布と基盤図 

出典： 

千葉県環境研究センター液状化報告 

第 4 報（12 月 28 日掲載）より抜粋 
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3. 現地調査について 
3.1 現地調査地点一覧表 

 

表 3.1-1 現地調査地点一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 市町村名 地点名 対象理由
① 千葉市 中磯辺3丁目多目的広場 液状化のない地域
② 千葉市 中磯辺第一公園 液状化の著しい地域
③ 千葉市 高浜第三公園 液状化の少ない地域
④ 千葉市 袖ヶ浦第4緑地 液状化の著しい地域
⑤ 千葉市 千葉県環境研究ｾﾝﾀ-（稲毛） K-NET・液状化著しい地域
⑥ 千葉市 真砂第一中学校 美浜区の地震計・液状化の少ない地域
⑦ 習志野市 谷津 習志野市の北西端・液状化なし
⑧ 習志野市 香澄 液状化の著しい地域
⑨ 千葉市 打瀬第5公園 液状化のない地域
⑩ 浦安市 舞浜駅前 液状化の著しい地域
⑪ 我孫子市 布佐東 液状化の少ない地域
⑫ 香取市 十間川沿い 液状化の著しい地域
⑬ 香取市 佐原ロ空地 液状化の著しい地域
⑭ 千葉市 幕張5丁目第2公園 液状化の少ない地域
⑮ 千葉市 幕張海浜公園 液状化の著しい地域
⑯ 千葉市 花見川緑地(交通公園) 液状化の著しい地域
⑰ 習志野市 香澄小学校 液状化地域（再液状化）
⑱ 習志野市 香澄公園 液状化地域
⑲ 香取市 北3丁目公園 液状化ない地域
⑳ 香取市 新島中学校 杭頭破損
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3.2 調査地点の詳細 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1(1) 現地調査地点（千葉市美浜区） 

 

 

 

 

番号 市町村名 地点名 対象理由
① 千葉市 中磯辺3丁目多目的広場 液状化のない地域
② 千葉市 中磯辺第一公園 液状化の著しい地域
③ 千葉市 高浜第三公園 液状化の少ない地域
④ 千葉市 袖ヶ浦第4緑地 液状化の著しい地域
⑤ 千葉市 千葉県環境研究ｾﾝﾀ-（稲毛） K-NET・液状化著しい地域
⑥ 千葉市 真砂第一中学校 美浜区の地震計・液状化の少ない地域
⑨ 千葉市 打瀬第5公園 液状化のない地域
⑭ 千葉市 幕張5丁目第2公園 液状化の少ない地域
⑮ 千葉市 幕張海浜公園 液状化の著しい地域
⑯ 千葉市 花見川緑地(交通公園) 液状化の著しい地域
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図 3.2-1(2) 現地調査地点（千葉市美浜区・拡大図） 

番号 市町村名 地点名 対象理由
① 千葉市 中磯辺3丁目多目的広場 液状化のない地域
② 千葉市 中磯辺第一公園 液状化の著しい地域
③ 千葉市 高浜第三公園 液状化の少ない地域
④ 千葉市 袖ヶ浦第4緑地 液状化の著しい地域
⑤ 千葉市 千葉県環境研究ｾﾝﾀ-（稲毛） K-NET・液状化著しい地域
⑥ 千葉市 真砂第一中学校 美浜区の地震計・液状化の少ない地域
⑨ 千葉市 打瀬第5公園 液状化のない地域
⑭ 千葉市 幕張5丁目第2公園 液状化の少ない地域
⑮ 千葉市 幕張海浜公園 液状化の著しい地域
⑯ 千葉市 花見川緑地(交通公園) 液状化の著しい地域
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図 3.2-2 現地調査地点（習志野市） 

番号 市町村名 地点名 対象理由
⑦ 習志野市 谷津 習志野市の北西端・液状化なし
⑧ 習志野市 香澄 液状化の著しい地域
⑰ 習志野市 香澄小学校 液状化地域（再液状化）
⑱ 習志野市 香澄公園 液状化地域
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図 3.2-3 現地調査地点（浦安市） 
 

番号 市町村名 地点名 対象理由
⑩ 浦安市 舞浜駅前 液状化の著しい地域
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図 3.2-4 現地調査地点（我孫子市） 
 

番号 市町村名 地点名 対象理由
⑪ 我孫子市 布佐東 液状化の少ない地域
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図 3.2-5 現地調査地点（香取市） 

 

 

番号 市町村名 地点名 対象理由
⑫ 香取市 十間川沿い 液状化の著しい地域
⑬ 香取市 佐原ロ空地 液状化の著しい地域
⑲ 香取市 北3丁目公園 液状化ない地域
⑳ 香取市 新島中学校 杭頭破損
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3.3 調査数量一覧表 

 
ボーリング調査結果から柱状図を作成し、巻末に示した。 

なお、ボーリング柱状図の作成に先立って、コア観察により盛土、浚渫土、完新統、更新統の区分

を行った。 

区分の結果を以下に示す。 

なお，ボーリング調査結果より作成した仮柱状図は，資料 2-2として別冊に示す． 

 
番号 No.9 No.15 No.2 No.1 No.16 No.6 No.14 No.5 No.4
地点名 打瀬第5公園 幕張海浜公園 中磯部第一公園 中磯部3丁目多目的広場花見川緑地（交通公園）真砂第一中学校幕張西5丁目第2公園環境研究センタ 袖ヶ浦第4緑地

GL
埋土 0.00 0.90
（盛土・浚渫土） 1.00

2.00
3.00 3.90

沖積層 4.00 4.60 4.76
5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 6.95
7.00 7.61

洪積層 8.00
9.00

10.00
11.00
12.00 12.80
13.00 13.05
14.00 14.94
15.00
15.90
16.00 16.05
17.00
18.00 19.00
19.00 19.45
20.00
21.00
22.00 22.00
23.00 23.50
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00  

 

図-3.3.1.1 ボーリング試料のコア観察による簡易柱状図（No.9 から No.4） 

精査中 


