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1． は じ め に

　土 砂崩壊 に よ る 労働 災害は 毎年繰 り返 し発生 し，そ れ

らの 中 に は
一

時 に 3 人以上 の 死傷者を出す重大災害 が

多 く含まれ る 。 土 砂 崩壊 に よ る労働災害は，  溝掘削工

事，  切土 掘削工 事，  トン ネ ルエ事，  土 石 流 な ど で

発生 し，死 亡 災害の 大半は   溝掘削工 事 と  切土 掘削工

事 が 占め て い る。図
一 1は 建設業全体 お よ び土 砂崩壊 に

関 係 した 労 働災害 に よ る死 亡 者の年度別推移 を 示 し た も

の で あ る 1）
。 建設 業 全 体 と して は，1980年代 ま で 1000

人 前後 で横 ば い だ っ た もの が 1996年か ら減少傾向 と な

り ， 2005年 には 初め て500人以下 とな っ た 。 土 砂 崩壊 災

害 に おい て も建設業全体の 災害 と同様 な傾向が見 られ る。

土 砂 崩壊 を詳細 に 見 る と，溝掘 削工 事中の 土 砂 崩壊 に よ

る死 亡 者数 は ，1980年代 ま で は 50人 前後だ っ た もの が

近年 では 半 数程 度 に激 減 して い る 。

一
方，切 土 掘 削工 事

中 の 斜面 崩 壊 に よ る死 亡 者 数 は20人 前後で 横 ば い だ っ

た 。

　こ こ で は ， まず 土 砂 崩壊災害の 中 で も死 亡 災害の 上 位

を 占め る  溝掘削工 事 と  切土掘削工 事 に よ る労働災害

事例 に つ い て ，調査
・
分析を行 い ，最近 の 労働 災害の 傾

向 を 明 ら か にす る。そ の 後，そ れ ぞ れ の 災害事例 を示 し，

発生 状況 と原因 ・対 策を 考え て み る。
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　　　 図
一1　 労働災害の 年度 別推移 L）

2． 掘削工 事に よ る 土砂崩壊災害の傾向

　建設 業 に お け る死 亡 災 害事 例 に つ い て は，建 設 業 安 全

衛生年鑑 に，発生した 都道府県，月 日，被災者 の年齢
・

性別，災害 の状況に つ い て 記載されて い る
1）。本報 で は，

こ れ らの 死 亡 災害事例 か ら1989年〜2000年 の 12年間 に

発 生 した 掘 削工 事 に お け る土 砂 崩 壊 災害を抽 出 し，調

査
・
分析 を行 っ た。そ の 結果，溝掘削工 事で は 399件，

切土 掘削工 事 で は 178件発 生 し，そ れ に よ る 死亡 者 は そ

れ ぞ れ ，422人，208人 で あ っ た 。以下 に ，そ れ ぞ れ の

掘削工 事 に よ る労働災害の傾向を示 す。

　2．1 地 域別の 発 生状況 と傾向

　図
一 2は 掘削工 事 で の 労働災害 に よ る死亡 者 を地 域別

に 示 し た も の で あ る。溝掘削工 事 で の 労 働 災害 は，死 亡

者数 が 多 い 順番 に 関東 （91人），中部 （89人），近畿

（75人 ），九 州 ・沖縄 （54人 ） と都市圏 を 中心 と し て 発

生 し て い る 傾向が 見 ら れ る。今回，各地 方 で の 工 事件数

につ い て は，統計デ
ー

タ が無 い た め具 体的な こ とは 言 え

な い が，他の地 方 に比 べ て相対的 に工 事件数が 多い こ と

も
一

因 と考え られ る。一
方，切土 掘 削工 事で の 労働災害

に つ い て は，死 亡 者数の 多 い 順 に 中部 （63人 ），九 州 ・

沖縄 （28人），東北 （27人）の よ うに な っ て お り，溝掘

削工 事の 傾向 とは異 な る 結果 とな っ て い る。切土掘削工

事で の 労働災害 が 多い 各地 方 は，中山間地 域が あ り，斜

面 を 切 り取 る工 事 が多 い た め で は な い か と推測で き る。

　2．2　工 事種別

　図
一 3に 掘削工 事 で の 労働災害 の工 事種別 を示 す。溝

掘 削工 事で の 工 事種 別 で は，上 下 水 道 工 事中の 災害 が

80％ 弱 を 占め て お り，突 出 し て い る （図
一 3 （a ））。一

方，切 土 掘 削工事 で の 工 事種 別 を見 る と，擁 壁 工 事 中 の

災害 が 全 体 の 70％ 強 を 占 め て お り，他 に は法 面 保 護 工
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（a ） 溝掘削工 事
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掘 削工 事 で の 労 働災害の 月 別 の 発生状 況
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（b）　切 土掘 削 工 事

図
一3　 掘 削工 事 で の労 働災害の 工 事種別

事 （15％）， そ の 他 （12％）とな っ て い る （図
一 3 （b））。

擁壁 の築造工 事 は ， 斜面の 切 土 掘削中 も当 然 な が ら危険

を有 して い る が，掘削後の 擁壁の 基 礎部の 床均 しや 型枠

の 組立 ・解体 な ど，急勾配 とな っ て い る切土 斜面が 存在

す る中 で の 作 業 中 に被 災 す る事 例 が 多 い
2）。こ の よ うな

擁壁工 事の 施工 中に 発生 す る問 題 に つ い て は，昔 か ら指

摘 され，検討が行われて い る が，現在 で も多 く災害が 発

生 して い る現状で あ る。

　 2．3　月別発 生状況

　図
一4は 掘 削 工 事で の 労働災害 に よる死亡 者を月別 に

比率 として 表 し，どの 月 で発生比 率が高い かを示 したも

の で ある。溝掘削工 事で の 労働 災 害は，死亡 者 の 比率 が

高 い 順 番 に ，3 月 （15．4％），11月 （12．8％ ），1 月

（10，7％），12月 （10．0％），2 月 （10．0％） と年 末 と年

度末に集中 して い る。こ の 結果は，溝掘削工事 の 工 期や

月別 工事件数 との 関連性がありそうで あ る。一
方，切土

掘削工 事で の 労 働災害で は，2 月 （12．O％），3 月 （10．6

％），9 月 （10．6％），11月 （9．7％），8 月 （9．3％） とな

り，溝掘削工 事 と同様 に年 度 末 に集 中 し てい るが，そ れ

以外 に 8〜11月 に も発生 比 率が 高 い 期 間 が 見 られ る。筆

者 らは，切土掘削工 事の 労働災害に つ い て調査 ・
分析 を

行 っ て い る
2）。それ に よ る と，災害発 生 の 3 日前 まで に

6 割 の災害 に 降雨 があ っ た。年度末以外 に 発生 比率 が高

い 月 は，台風の よ うに大雨 とな るが その後
一

転 して 晴天

とな り，作 業が 出来 る よ うな 場合に 多発 して い る とい え

る。逆 に ，断 続 的 に雨 が 降 る梅 雨 時 期 は，作業 が 行 え な

い た め発生 比 率 が低 くな っ た の で あ ろ う。切土 掘 削工 事

で は，工 期 の 問題 も当然あ るが，自然 現 象 との 関連性 が

現れ て お り ， 溝掘削工 事 と災害傾 向 は 異 な る。

　 2．4　被災者の 年齢構成

　 工 事 中 に 死亡 した 労働者 の 年齢別構 成 （1989年〜

2000年平均）を建設業就業者 の 年齢別構成 （1993年〜

2001年 平 均 ）3）と と もに 図
一 5 に 示 す。建設業就業者 は，

1997年 に 45歳 以 上 の 割 合 が 50％ を 超 え，他業種 に 比 べ

て 労働者 の 高齢化 は高水 準で 推移 して い る傾 向 に あ る 。
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図
一5　 建設業就業者 と死亡 者 の 年齢別構成の 比 較

死 亡 した 労働者 の年齢別構成 で は，どち らの 掘削工 事 に

お い て も45歳以 上 の 割合 が 70％以 上 を 占め て お り，建

設 業 就 業 者 の年齢 別 構成 に 比 べ て ，さ らに 高齢層の 労働

者 が被災 して い る。特 に 55歳以上 の 年齢層 で は，そ の

差 は顕著 であ る 。 切 土掘 削工 事 と溝掘削工 事の 年齢別構

成 を 比 較 す る と，55歳〜64歳の 年齢層 に お い て ，溝掘

削工 事 で の 死亡 者の 割合 が 高い
。 掘 削工 事 にて 労働災害

と な る 土砂崩壊 は，一
瞬の うち に 土 塊 の 滑 動 が お き，避

難す る 時間的余裕 が無い 場合が 多い 。 こ の よ うな特徴が，

高齢層の 労働者 が被災す る
一

因 とな っ て い る もの と思 わ

れ る。

　 上 述 の 2 種類 の 掘 削工 事 に つ い て，労働災害事例 を

次 章以 降に示 す 。

3． 溝掘削工事による土砂崩壊災害の事例

　3，1 災害の 概要

　（D　発生 日 時

　 5 月 19 日

　  　死傷者

　死 亡 1 名 （27歳 ・
男性）

　（3） 発生 状況

　下 水 道管設置工 事 に お い て ，下水道管 を敷設 し砂 を投

入 し て 転圧後，完全 に埋戻 す前 に土 留 め支保工 で あ る軽

量鋼矢板 を 引 き抜 い た た め に，掘 削面の 上方 が崩壊 し，

April，　2008 23

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechmcal 　Soclety

報　　告

図
一6　 溝掘削工 事で の 労働 災害事例 （イメージ図）

作業員が 生き埋 め とな っ た。

　本来の 工 事手順 として は，2 ス パ ン を ドラ グ シ ョ ベ ル

に て掘 削 し，軽量 鋼矢 板 を建て 込 み，腹お こ し ・
切梁を

設置後，床 砂 を敷 き，直径20cm の 下水 道管 を 設 置 した

後，埋 め戻す もの で あ る。し か し，下水管 を敷設 し砂 を

30cm ま で 埋 め た と こ ろ で ，作業員の 判 断 に よ り，切 梁

設置箇所以外の 軽量鋼矢板を 撤去 して しま っ た 。 そ し て

引 き続 き，転圧の た め に 溝内 で作業 して い た とこ ろ ， 溝

側面 の 上 部が 崩壊 し，作 業 員が生 き埋 め とな っ た （図
一

6 ）。

　な お，掘 削面の 裏側 に は，過去 に ガ ス 管や 水 道管の 埋

設 工 事が 行わ れ て い た た め ，そ の 埋 戻 し土 部 分 か ら崩 壊

が 発生 した もの と考 え ら れ る。

　 3．2　災害の 原因 ・対策

　（1） 掘削溝内で作業 が あ るの に矢板 を 撤 去 した こ と

　溝掘削工 事 に お け る土 砂 崩壊 に よ る死 亡災害は ， 土 留

め 支保工 無 し （66％），ま た は 土 留め 支保工 の 組立 ・
解

体中 （25％）に 発生 し て い る。こ の 災害 は ，本来 の 手

順 を遵守 し て 作業 を 行 っ て い れ ば，発生 しな か っ た 災 害

で ある。矢板 を 事前 に 引 き抜 くこ と で 得 られ た 作業 効率

と労働災害で被 っ た 損失 を 比 較す る と，損失 の ほ う が大

き い と思 われ る 。 こ の よ うな 労働 災害 に よる損失 が企 業

に及 ぼす 影 響の 大 き さを 定 量 的に示 す試 み も諸外国で は

行 わ れ て お り，そ の よ うな概念 も含め た検討 が必 要 と言

え る
q）。

　厚生労働省で は，小規模の 上 下水道等工 事 に お け る 土

砂崩壊災害防 止 の た め に，労働者 が 溝内に立 ち 入 る こ と

な しに土 留め 支保工 を 設置す る 「土止 め先 行 工 法 注 1
」の

普及 が 促進 され て い る 5〕
。 この 安全 な は ず の 土 止 め先行

工 法で もパ ネル が引き抜けない た めに，構内に 安易 に 作

業員が 立 ち入 りパ ネル を解体 して い る 際 に 土 砂崩壊 が発

注1　厚生 労働省 に 関連す る 法令 で は ，「土 留 め 1を 「土 止 め 」 と表記

　 　 して い る 。本論文で は 厚生労働 省関 係の 法令以外に つ い て は 地盤

　 　 工 学 会 にて
一

般 的 に使 用 され る 「土 留め」 と表記 した。
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図一7　 切 土掘 削工 事で の 労働 災害事例 （イメージ 図）

生 し ，
4 名 が死亡 した 事例 もあ る

6）。ど の よ うな 工 法 で

も手順 を遵守しなければ安全 は確保 され な い。

　  　掘削面 裏側の 埋戻し土 の 存在

　豊澤 らは ，1986年〜1988年 に 発生 し た 溝掘削工 事 に

お け る土 砂 崩 壊 に よ る 死 亡 災害 を詳細 に 分析 して い る 7〕
。

そ の 結 果 に よ る と全 災 害 の 85％ に お い て す べ り面 の
一

部 に埋 戻 し土の存在が確認 され た。過 去 に地 ド埋 設物の

敷設等 の土工 事が行わ れ，地 盤 中 に何 らか の 弱面が存在

して い る こ とが崩壊の 要 因 とな っ て い る と指摘 して い る。
こ の 災害 に つ い て も，掘 削側 面 か ら50cm 裏側 に 水 道 管

が あり，埋 戻 し土 の 存在 が 崩壊に 何 らか の 影響 を与 え た

と考 え られ る 。

　 こ の 現 場 で は，切 梁設 置箇所 以外 の矢板 を事 前 に撤去

す る よ うな 作業は，地山が 堅固だ と判断 した とき に常習

的 に行わ れ て い た ようで ある。溝 を掘 削 した箇所が 自然

の 地 山で 土 留め支保工 を設 け な くて も危 険 がな い よ うに

見え る 場合で も，掘削面 の 裏側 に 埋 め 戻 し土 が あれ ば 崩

壊の危険性が高ま る こ とを認 識 す る こ とが 必 要で あ ろ う。

4． 切土掘削工 事による土砂崩壊災害 の 事例

　4．1　災害の 概要

　（1） 発生 日時

　 11月 8 日

　  　死傷者

　死 亡 2 名 （65歳 ・
男性，17歳 ・男 性 ）

　（3） 発生状況

　新潟県 中越地 震に よ る農 業用 水路 復 旧工 事現場 に お い

て ，地 山 掘 削後 （掘削期聞10月11 日〜10月18日，最高

掘 削 高 さ 17m ，掘削勾配
・上 部 1割，下部 の フ トソ 籠

部 分の 背面 5分 ， 図
一 8 参照） に ，土留 め 工 と して の

大型 フ トン 籠 の 中で 5 名の 作業員が詰 石 作業を 行 っ て

い た と こ ろ，地山の 法面が，幅 13m ，直高 13　m ，土 量

254m3 に わ た り崩壊 し，フ トソ 籠 内 で 作 業 して い た 2

名 が 生 き埋 め とな っ た （口 絵 写 真一 1参 照）。な お，災

害前 日 か ら雨 か 降って お り，作業 は雨 の 中行わ れ て い た。
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図
一8　 施工 計画 図面

　4．2 災 害の 原 因
・
対策

　（1） 地 域特有の ス レーキ ン グしや す い 地盤

　現場 か ら採取 した 試料 に つ い て X 線回 折分析 に 供 し

た とこ ろ，膨潤性粘土 鉱物 で ある ス メ ク タ イ ト （2 八 面

体型 の モ ソ モ リロ ナ イ ト
ー
バ イ デ ラ イ ト） が検出 され た。

また ， 浸水 崩壊度試 験を 行 っ た と こ ろ 開始 し て ま もな く

泥状化 し ， 非常に ス レーキ ン グ しや す い 試料 で ある こ と

が分 か っ た。以上 の 工 学的知 見か ら，災害前 日か らの 降

雨 に よ り斜面は崩壊 しや す い 状態で あ っ た と考 え られ る。
一

般 に新 潟 県 の 地 質 は，第三 紀層が 脆弱で 崩壊 しや す い

と言 わ れ て い る。我 が 国 に は全 国 各地 に 地 域特有の 独特

な挙動を示す地盤 ，
い わ ゆ る

“
ロ ーカル ソ イル

”
が 存在

す る。こ れらロ ー
カル ソ イ ル の地 盤工 学的性質を 十 分理

解 して 設計 ・工 事を行 うべ きで あろう。

　  　フ トン 籠背面が急勾配となる設計

　 こ の 現場の 施 工 計 画 図面 で は，掘削高さ17m の 法面

を 勾配 1割 （45度 ） で 切 土 し，法 尻 部 に フ トン 籠工 を

設置 す る よ うに な っ て お り，フ トン 籠 背 面 の 掘 削勾配 は

約 5 分勾配 （約 63度） と して い た （図
一8 ）。擁壁 を 設

置す る切土掘削工 事 で は，法 尻 部分 を急 勾配 に 掘 削す る

た め に斜面が崩壊す る場合 が多 く，この 災害も こ れ に該

当す る。さ ら に，フ トン 籠背面の 地山は ， ス レーキ ン グ

しや す い 泥岩 で あ り，層序は受け盤 で あ っ た。

　 フ トン 籠 は地下 水 を確 実 に排 水 し，施工 も比較的簡単

な こ と か ら災害復 旧工 事 な どで 多 用 され る。実際 に 新潟

県 中越地 震 で は，多 くの 斜面が フ トソ 籠工 で 復 旧 さ れ て

い る。しかし，急勾配 な斜面の 下 で フ トソ 籠に石 を 詰 め

る作業 は，ひ とた び斜面 が崩壊 した 場合 に被災 す る リス

ク が 高い 。事実，こ の災害 で は フ トン 籠 を乗 り越 え る こ

とに 時間が掛 か っ た た め被災し て い る。崩壊の リス クが

高い 箇所 へ は 何 らか の対策 を施 さ な け れ ば立 ち 入 らな い

よ うな 施 工 法 の 開 発 が 望ま れ る と こ ろ で ある。

　 （3）
一

度崩壊 した崩壊 土 の処 理 方法

　 こ の 災害現場 で は ， フ トソ 籠背面 の 掘 削 勾配 は 5 分

勾配 （約63度） で あ っ た 。

一般 的 に，一
度 崩壊 した 土

砂は軟弱 とな っ て お り， 災害復 旧工 事 で は法面 勾配な ど
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を通常工 事 よ りも慎 重 に決定 す べ き だ と思う。

5．　 お わ り に

報　 　告

　本 報 告で は，土 砂崩壊に よる 労働災害 の 中 で も溝掘削

工 事
・
切土 掘削工 事 中 の 労働災害 に つ い て ，調査 ・

分析

事例 お よ び災害事例 を示 して 再 発 防 止策 な ど を 示 し た。

数年前か ら 「失敗学」 とい う概念が 注 目を集 め て い る。

こ れ は，事故 や失敗 の発生原因を解明す る こ とで，事故

や 失敗 を未然 に防 ぐ方策 を提供す る学問の こ とで あ る 。

労働災害 とい う尊い 犠牲か ら教訓 を引き出し，現場に 還

元 して 災害防止 の
一

助 とす る こ とが求め られ る。本報告

に よ り，「も し，自分 や大 切 な 人 が 被 災 し た ら
…

」 とい

う感覚を少 しで も持 ち なが ら作業 に 従事 す れば，労 働災

害 は さ らに減少 す る もの と確信 して い る。

　な お ， 労働 災害事 例 に つ い て は，文献
8〕・9）お よ び

WEB （厚生労働省安全衛生 情報 セ ン ターや科学技術振

興 機 構 災 害失敗 知識デ
ー

タベ ー
ス ）に幾 つ か の 典型例 が

掲 載 され て い る。こ れ らの 労働災害事例 を活 用 して ，現

場の 作業方法の 改善や 安全衛生教育 の場の 参考 に して い

た だ けれ ば と思う。
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