
 

 

安全な大堤沼公園の提案 

 

 宮城県仙台第三高等学校  ６班 

 

 本研究は大堤沼公園※1をより安全にすることを目的とした探究活動である。ハザードマップ

で土砂災害警戒区域に指定されていたことをきっかけに、我々はこの研究に取り組んだ。しか

しながら過去に事例がないことから災害対策には限界があると判断したため、フィールドワー

クを通して見つかった危険箇所をどう改善するかについて研究を行った。実在する公園から、

安全のためには事故のもとを取り除くだけではない、住民の利用自体が安全と結びついている

ことがわかった。それを踏まえ、利用者を増やすために我々にできることを探求した。 

※1大堤沼公園･･･仙台第三高校のそばにある大堤沼沿いの公園。大堤公園とも言う。
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Ⅰ．はじめに

 自然環境や建築に興味があった我々は、先輩方が行っていた大堤沼公園プロジェクト※2 に追随する

形で探究活動を行うことになった。先行研究から、大堤沼公園の周辺は土砂災害危険区域に指定され

ていることがわかった。このことから防災の観点から探求することにした。研究の目的は、鶴ケ谷地

区をはじめとする周辺地域に住む住民が安全に大堤沼公園を使えるようにすることである。 

※2大堤沼公園プロジェクト･･･大堤沼公園を活性化する目的で行われた探究活動。

Ⅱ.先行研究

 インターネットを用いて大堤沼いついて調べ

ていく中で、大堤沼周辺のハザードマップを発

見した。ハザードマップから、この場所は主に

住宅地に面した北側の斜面に土砂災害の危険性

がある事がわかる。大堤沼は周囲の住宅地より

標高が低い位置にあり、窪地となっている。周

囲には斜面が形成されており、特に北側は急勾

配であるため、大雨などにより地盤が緩むこと

で、斜面の土が南側になだれ込む形で土砂崩れ

が起きることが想定される。 

 さらに当該の場所は切土と盛土※3の境界が

入り組んでいることがわかった。これ住宅開発

の際に施されたものである。図より切土と盛土

の境界と危険区域には関連性があり、この切土

と盛土の分布が土砂崩れの原因であると考察し

た。 

※3切土と盛土･･･傾斜のある土地を平らにす

るために行う施工。 

切土･･･地面を削り取って地盤面を低くするこ

と、またその土・地盤を指す。 

盛土･･･土盛って地盤面を高くすること、また

その土を指す。 

 

図 1 住宅地開発における切土と盛土の模式図 

 

 

図 2 大堤沼周辺のハザードマップ 



 

 

図 3 大堤沼周辺の切土と盛土の分布 

 

Ⅲ.調査方法 

 上記の先行研究の結果を踏まえ、以下の手順

で探求活動を行った。 

ⅰ)文献調査 

 インターネットを用いて過去の災害の事例、

今の状態に至るまでの経緯等を調査する。 

ⅱ)フィールドワーク 

 大堤沼公園に足を運び、公園の状況を調査す

る。 

ⅲ)防災公園※4訪問 

 防災公園を訪問し、安全性が高いとはどうい

うことなのか学ぶ。 

※4防災公園･･･災害時に復旧・復興拠点や復

旧のための生活物資等の中継基地等となる防災

拠点、及び周辺地区からの避難者を収容し、市

街地火災等から避難者の生命を保護する避難地

等として機能する都市公園。 

 

Ⅳ.探求内容 

ⅰ)文献調査 

 前述のような災害が実際に起こりうるのか調

べるため、大堤沼周辺で過去に土砂災害がおき

たことがあるのか調査した。住宅地との位置関

係や開発の過程が関係していると思われるた

め、鶴ケ谷が住宅地として開発されてからあと

の記録を調査したが、災害があったことを示す

記述はなかった。そのため、災害の危険性につ

いての探究活動は断念し、より広範囲の安全性

について探求する方向に方針を変更することに

した。 

 また現在は公園を管理している機関がなく、

改善の依頼などは予算の都合などを理由に断ら

れ今の状態に至るということもわかった。 

ⅱ）フィールドワーク 

 大堤沼公園に足を運び公園の状況を調査し

た。また、見つかったものを課題となる危険な

ものと公園の魅力といえるものに分け、その結

果として考えられる利用者への影響について考

察した。 

表 1 調査結果一覧表 

  予想される影響 

課題 以下の箇所で整備不

良が見られた 

・階段 

・柵 

・雑草 

・急斜面 

訪れる人は少ない 

怪我の恐れ 

(特に子供、高齢者) 

・転倒 

・転落 

魅力 自然が多く見られる 

・草木 

・沼、小川 

・野鳥 

人が自然とふれあう

事ができる 

→人を呼び込む材料 

になりうる 

 

 全体に多く見られた整備不良等は、利用する

際に障害となりうるため取り除く必要がある。

しかしこれらは我々だけでは除去できないた

め、自治体等に協力、管理を依頼する必要があ

る。 

 

写真 柵のない橋 

ⅲ）防災公園訪問 

 私達は安全性の高い公園のモデルとしてみな

とのもり公園に着目し、訪問した。みなとのも



 

り公園とは、阪神・淡路大震災の被害を受けた

神戸市が、その歴史や記憶を風化させないため

に「神戸震災復興記念公園」として建設した防

災公園である。市民の活動の場、災害に備える

場を作ること、市民と共同で創り育てることな

どをテーマとして掲げ、設計、建設された。

 また訪問の際に、管理を行っている神戸市建

設局公園部管理課の方にお話を伺った。 

 みなとのもり公園には、災害公園としての機

能が多く備わっている。食料や発電機、簡易ト

イレなどの備品の他、大震災で大きな役割を果

たしたオープンスペースなど、防災公園ならで

はの設備が見られた。また、設計段階から多く

の地域住民が関わっており、意見交換の結果作

られたもので特徴的なものとして、若者向けの

スポーツができるエリア(ニュースポーツエリ

ア)、ランニング用のアスファルトで舗装され

た道などが挙げられる。また住民のコミュニテ

ィを広げるため、月に一回の清掃活動やイベン

ト、住民を含んでの会議を開催しており、毎回

多くの地域住民が参加している。 

 公園部管理課の方のお話によると、会議では

公園への要望の他、日々の利用やイベントの感

想なども含めた意見交換を行い、月ごとに改善

しながら管理を行っている。このことについ

て、あるアンケート調査、ヒアリング調査によ

ると、みなとのもり公園を訪れた理由ではイベ

ントに参加するためという回答が最も多く、イ

ベント参加理由としては愛着があるからという

回答が多かった。イベントの参加や会議、清掃

などの管理を通し公園管理への市民参画が行わ

れていることで、住民は公園に対し愛着を持

ち、公園を利用するというサイクルができてい

るといえる。 

 

図 4 みなとのもり公園の地図 

 

 

グラフ 1 みなとのもり公園来園理由 

 

    グラフ 2 イベント参加理由 

 

 



 

 

Ⅴ.考察 

 以上の調査結果をもとに、住民に安全に大堤

沼公園を使ってもらうための方法を模索した。 

ⅰ)班の考察 

 フィールドワークの結果から、公園を安全に

するためには整備不良などの危険箇所を取り除

く必要があると考えた。これには大規模な工事

を必要とすることも考えられるため、他の機関

の協力がなくては実行できない。 

 しかしながら、過去に住民の要望が受け入れ

られなかった事例を踏まえると、協力は期待で

きない。そのため、危険箇所の除去は我々には

難しいという結論に至った。そこで、我々にで

きることで、住民に安心して公園を使ってもら

うためにできることを模索した。その結果、公

園の危険箇所をまとめたオリジナルのハザード

マップを作ることにした。利用する際に危険な

部分を周知することで、事故を未然に防ぐこと

が目的である。また、危険箇所だけでなく、フ

ィールドワークで見つかった魅力も一緒に載せ

ることにした。これによって、より多くの人に

大堤沼公園を知ってもらい、足を運んでもらう

きっかけにもなると考える。 

 より多くの人に足を運んでもらうということ

の意味はかなり大きい考える。利用者が多くな

れば、費用のかかることでも公的機関の協力を

期待できやすくなると思われるからである。 

 

図 5 オリジナルハザードマップ 

ⅱ)個人の考察 

 班での考察内容に加え、イベントの実施も効

果的であると考える。みなとのもり公園の場

合、イベントを理由に訪れる人が多く、定期的

にイベントを開催することで、公園に対し愛着

を持ってもらうことができるのではないかと考

える。冬場に白鳥がやってくるなど、他にはな

い魅力もあるため、それを利用して野鳥観察な

どをイベントとして行ってみると良いのではな

いかと思う。 

  

Ⅵ.まとめ 

 今回の探究活動を通して、公園自体を安全な

ものにするということは我々高校生には規模が

大きく、早急に解決できる問題ではないことを

痛感した。しかし、危険箇所の除去以外にも安

全と結びく要素があるということがわかった。

老朽化が進み人気もないような公園にとって、

どうやって公園に愛着を持ってもらうかが重要

な問題であり、その解決は公園をより良い施設

にすることにつながると考える。 

 公園は地域住民の交流の場となり、そこで作

り上げたコミュニティは、公園の利用時に限ら

ず助け合いの関係にも繋がり、結果として地域

全体の安全が確実なものになっていくと考えら

れる。 

 今回作成したハザードマップは、6月 25日

に開催された SDGsマルシェに参加した際に、

訪れた方々に配ることができた。 

 大堤沼公園の魅力として自然が豊かである事

があるが、自然と触れ合うことで人が得られる

効果として、リラックス効果や免疫力、感受性

の向上などがある。近代化、都市化の進む中

で、このように自然が豊かである環境は貴重で

あり、心と体の健康のためにもぜひとも多くの

人に利用してもらいたいと思う。大堤沼公園に

足を運ぶ人が増えること、そして公園がより安

全にきれいににぎやかになっていくことを切に

願う。 
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