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伊 豆 大 島 近 海 地 震 の 災 害 復 旧
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1． は じ め に

　本年 1 月14日12時24分 こ ろ ， 伊豆大島近海 の 海

底を震源とする マ グニ チ ュ
ード7．0 の 地震が発生

し ， 伊豆 半島 の 12市 町村に 被害が 及び，特に賀

茂郡河津町 ， 東伊豆町及び 田方郡 天城湯ケ島町 で

は甚大な被害が発生 した 。

　こ の 地 震 とそ の 後の 余震に よ り， 山崩れ ，崖崩

れ に よ る土砂崩壊並びに 地変 に よ り死傷者を は じ

め家屋 な ど建物の 倒損壊 ， 鉄道道路の 交通機関の

寸断，上水道 ， 通信回 線，電力路な ど に 被害をも

た ら した 。 また天城湯ケ島町 に あ る 中外鉱業持越

鉱業所 の 鉱さい 堆積場が崩壊 し，毒性 の 強い シ ア

ン 化合物 を含 む鉱さい が 持越川 に 流入，下流の 狩

野川 に 流出 し ， さ らに駿河湾ま で 汚染 させ て 大 き

な問題 とな っ た。

　県市町村の 管理す る 公 共 土木施設 の 被害 は 685

箇所で ，その うち道路な ど の 被害が多く 6・IO箇所

に達し，伊豆半島の 中央幹線道路で ある 天城峠越

え の 主要地方道修善寺下 田線， 東海岸 に 沿 う国道

135号とそ の 後 の 余震 で 新 た な被害を 受け た主要

地方道伊東西伊豆線などが 主な被害路線で あ る 。

被災直後は 道路，鉄道 の 交通機関は各所 で 寸断さ

れ ， 交通不能区間が続出した 。 応急復 旧は 1A31

日に伊豆急行線が
一

部を除き開通 した の を は じめ，

2 月 10日に 国道 135号 （日本道路公 団管理 ， 東伊

豆 有料道路）が開通 し，3 月 14日に い た り修善寺

下 田線が小型車 に 限 り開通す る は こ び となっ た。

し か し その 後の 降雨に よ り地震 で 弱 ま っ た と考 え

られ る 地盤 は ， 被害箇所が増大 し た り，新 た な崩

壊を起こ し て そ の 都度交通不能とな り地震に よ る

傷跡は深 い
。

　現在道路 な どの 復旧方針も決 ま り，
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県管理道路鼓災箇所表

　　　　　　　　　　　　　　　　　そ の 後の 降雨 に よ る

被害箇所 の 応急復旧を続行中の 箇所もあ る が，被害箇所 の

地形，地質な どの 調査 を ほ ぼ終わ り復旧工 法に つ い て は ，
一

部協議検討中の 箇所 を除い て 大規模な本格的復 旧工 事 も

近 く開始 され る 段階に あ る 。
こ こ で は 県管理道路 の 震災後
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図一1　 県管理 主 要 道路被災 箇所図

の 復旧計画な どに つ い て 述 べ る。

2． 道路の 被害状況

申　静岡県土木部 道路 維持諜 　課 長
顧 　静岡県土木部道路維持課 　課 長補 佐

September ．1978

地 震 の 発 生 に よ り，伊豆 半島東部 か ら中央部 の 傾斜地に

多数の 崩壊， すべ り，落石 が発生 し道路 を通行中の バ ス
，

乗用車お よび歩行者 に落石 が直撃 した り， 崩落し た 土石 に

埋 没 す る な ど して道路上 で 死者12名，負傷者 9 名がで る悲

惨な災害が 5 箇所で 発生 し て い る。道路の 被害は東海岸の
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稲取 か ら河 津 町 見高入 谷地 区を 経 て 伊豆 半島中部の 西側 に

伸び る断層が活動 して ，
こ れ に 沿 う河津町 ， 東伊豆町 の 地

域に集中した もの で あ る。

　伊 豆 半島の 山地 の 地 質 は ， 新第三 紀中新世 の 湯ケ島層群，

自浜層群 ， 鮮新匿以新の 火山岩類 か ら成 っ て お り，急 し ゅ

ん な傾斜地が 海岸及び 河川沿 い に 発達 し て い る 。こ れ らの

層群 ， 火 山岩類は 多少の 差 は あれ 広 く変質作用を受 け風化

が進み岩石 は もろ く山地急斜面 の 崩壊，土石流が起 こ りや

す い と言 わ れ て い る。

　道路 の 災害 は ，道路沿 い 山腹斜面の 大崩壊 ， 点々 と続 く

落石 （巨石を含む），盛土 の 陥没，沈下，す べ り及び路面

の 地割れ な どが主なもの で あ る 。 主な被害箇所 は ， 国 道

i35号，東伊 豆 町 黒根地内ほ か 28箇所，
の ぺ 復旧延長2，538

m
， 主要地方道修善寺下 田線，河津町梨本地内ほ か86箇所 ，

の べ 復旧延長 6，404m ，主要地方道伊東西伊豆 線， 西 伊豆

町 宮 ケ原地内 ほ か 79箇所 ，
の べ 復旧延長 2

，
472m

， 及び県

道湯 ケ野松崎線，河津町大鍋地内 ほ か 28箇所 ， の べ 復旧延

長 1，494m で あ り，
こ れ とは 別 に国道 135 号 の 東伊豆有料

道路 （日本道路公 団管理）で の 被害は 東伊豆町 ， 河津町地

内 で 3正箇所 で あ る 。 国県道 の 総被害は 11路線 ， 255 箇所 で

あ る。

　伊 豆 半島の 東岸に沿 う国道135号 ， 西海岸 に 沿 う国道136

号 及 び 中央幹線道路 で あ る主 要地方道修 善寺下 田線などの

幹線道路をは じめ と し て ，交通不能 と な っ た 主 な 箇所 は IO

路線 　14区間，
27箇所 に 及 ん だ。道路災害 の 特徴 は風化 の

進 ん だ 急斜 面 の 道路沿 い 山腹斜面の 大規模な崩壊 が目立 ち，

崩壊面 の 隣接部や上部に は，か な り広 範 囲に わ た りき裂 や

段差を 生 じ地山に ゆ るみ を与え不安定 な状態 とな っ て い る

箇所が多い 。 ま た風化土 砂 の 斜面 に 分布 して い た 転石が地

震に よ り高い と こ ろ か ら落石 と な っ た り，不 安 定 とな っ た

浮石 な どが 発生 し た 。 山腹 の り面 の コ ン ク リート及 び モ ル

タル 吹付け な ど に も き裂 が 入 り浮い た 状態 と な っ た り，落

石防止網，落石 防止 さ くが 崩壊 や 落石に よ り被害を 受 け た 。

路体及 び路側 の 被害 と し て は ，道路下の 山 腹 もろ と も崩壊

し路側 の 決壊 と な っ た り，ル ーズ な 状態 と な っ た た め路面

や路肩が沈下 し た り き裂や段差を生 じた 。特 に 盛土部分 は

振動に よ る 圧 縮 に よ り路体 に 大きな 沈下 ，ま た はすべ りな

ど を生 じ舗装が破壊また は き裂を受ける な どの 被害を生 じ

た 。

3． 応 急 復 旧

　本震お よ び 翌 目の 余震に よ り，下 田 市 に 通 ず る陸 上 の 交

通機開 は一時すべ て 途絶す る など最悪な事態 とな り， 道路

の 応急復「日と して 交通不能箇所 の 1車線（幅員3．　5・V5 ，5m ）

の 確保 を可急的速やか に 行 うこ と を 目標 と し，まず道路上

の 崩土及び 落石などの 除去運搬，崩壊斜面 の 不安定 な土塊

及び 浮石 の 除去などの 排土 に か か っ たが ， 残土処理場 を容

易に 確保す る こ と が で きな い の で ，在来使 用 して きた 小規

26

模な土捨て 場 の 使用 は もち論，一
時的 に 2 車線の 幅員を有

す る部分の 道路の 片側に 仮 り置 きす る などの 措置を と っ た 。

そ の 後順次本格的な排土運搬処理 の 時期 に は，残土処 理 場

の 用地等に つ い て 関係機関及び地元 の 協力が得 られ 実施さ

れ て い っ た。

　地震以来続行 し て きた排土作業 は ，修善寺 下 田線 の 梨本

地内を最後 に お お む ね 3 月 10日 こ ろ
一

応 の 完 了 を み た が ，

そ の 後 3 月10日， 28目及び 5 月 18目〜19日 の 降雨 で 山腹崩

壊箇所の 周辺部及 び新た な箇所 の 崩壊，路側 の 決壊，路面

の き裂な どほ とん ど降雨 の たび ご とに 排土 な どを継続して

実施 し て い る状況 に あ る。今ま で に崩土，落 石 及び浮石 な

ど除去運搬土量 の 実施状況 は 次 の とお りで あ る 。

　道路沿い 山側 の 崩壊箇所は 裸地状 で非常に 不安定な状況

と な っ て い る た め ， 再度 の 落石 や崩土な どの 危険あ る箇所

に は，応急仮工 事 とし て 路面上高 さ8．0〜4．Om の H 鋼杭に

よる 仮設土留 め を設けた 。
こ の 建込 み に は，地質が転石 な

どの た め打込み方法 に よ る もの は 少 なく，大部分が建込 み

の た め の 掘削を行 い コ ン ク リートをて ん 充 す る方 法 を と っ

て きた が，しか しそ の 後の 降雨 に よ る 土石 な どに よ り倒壊

し た り，傾 い た り し た た め H 鋼杭 の 下部 を コ ン ク リートに

よ り巻き立 て た り，あ る い は 厚鋼板 や 型鋼 な ど に よ り連結

補強を行 っ て い る 。 土留め材 と して は 備蓄材や速やか に手

配 され る 鋼材，松材 な ど を使用 した。

側　 面　 図

1．8〜3．O
「 「

図一2 仮 設 土 留 め 工

土 と基礎，26− 9 （247）
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図一3　仮 設覆 工 （仮設 シ ェ ル ター）

写 真
一1　 主要地方 道修 善寺 下 田線，河津町梨本地内応 急復

　　　　　旧に よ る仮設覆工 （仮設 シ ェ ル タ
ー）設置状況

　特 に修善寺下 田線の 河 津町 梨本地内 の 定期バ ス が 埋 没 し

た箇所（死者 3名）は ， 道路沿 い 山腹斜面が 26
，
500m3 （応

急復旧で 除去 した 量）以上 に 及 ぶ大き な崩壊を起 こ し ， 崩

壊斜面 も70皿 余 に も及 ん だ うえ，さ らに 崩壊頂部周辺 に は

広範囲 に わ た りき裂や段差を 生 じて い る こ とな ど か ら安全

管理上，H 鋼を主材 と し た仮設覆工 （仮設 シ ェ ル ター）を

延長 102m に わ た り設置 した 。

　以上の とお り排土作業 が終わ り次第，順次仮設上留 め を

実施 し て きた が 長大な崩壊斜面 の 安定 を本 工 事完了 ま で の

期間保 た せ る た め崩壊斜面 に モ ル タル 吹付 け や コ ン ク リー

ト吹付 け，落石防止網，落石防止 さく及び ブ ロ ッ ク 積みな

ど は 排土 が完了 し た 時点 で 資材 の 搬入 を行 い それ ぞ れ 着工

し 現在 も継続実施中 で あ る。舗装 の 被災箇所 は すべ て ア ス

フ ァ ル ト舗装で 特 に 盛土部分 の 被害 が 目立ち，大きくき裂

表一1　 主 な被害箇所の 応急復 旧 の 実施状況 昭和認年 6月14日現在
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（
一

）熱 川 片 瀬 線 　東 伊 豆 町 片瀬 1 ・ 116　　2，0581 ・54・・ 261，9 t
（
一）湯 ケ野 栓崎線

河津町大鍋
　 　

〜
松崎 町湯 の 瀬

113251 ，492131 ．5 14．5 19 ．0

計 142 ］3，75581 ，598433 ．166．51102 ．02 、276．　 　 1530 ，627．O514 ，353．39213 ．5
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が 開 口 した り， 段差を生 じ，場所 に よ っ て は 通行不能状態

の もの もあ っ た。ま た 谷側 の 路肩部分 の 舗装 は 相当 な延長

に わ た り
一様に 沈下，き裂などの 発生 し た 区間が 多 い

。 こ

れ らは ほ とん ど原形復 旧 とし て 実施 した。

　地震以来被害 の 最も激甚な 修善寺下 田線の 河 津 町 梨本地

内 の 延長 4．2km は ， 応急復旧 に よ り3 月13目
一応 1 車線

の 交通 が確保で き た が片側交互通行区間が多く，工 事用車

両も相当数通行す る な ど の 関係か ら当分 の 間，小 型車 （総

重量 2t 以下）の み の 交通制限を し た 。 そ の 後の 降雨 の た

び ご とに 被害箇所が再度崩壊 し た り，新た な崩壊を発生 し

そ の 都度交通不能 とな り現在も継続 し て 応 急復旧 工 事を実

施 して い る状況で あ る 。

4． 災害復 旧計画 の方針

　今回 の 被災地域は ，
49年 5月 の 伊 豆半島沖地震，

51年 8

月 の 河 津地震とわずか 4 年間に 3 回の 地震災害を受けて い

る うえ ， 近い 将来 には東海地震の 発生 が 予想 され て い る地

域で もあ る。地震災害の 場合，被害 の 強弱 （程度）を左右

す る地形，地質状況 との 関連や既設道路の 施設 の 被害状況

を調査 し将来の 降雨な ど は もち論，同程度 の 地 震に対 して

も再度被害を受 けない よ う， 技術的配慮を加え て お くこ と

は 当然 で ある が，今回 の 場合道路沿 い 山腹斜面 の 大き な崩

壊が 目立 ち ，
こ の なか で も特に大規模 な箇所 で 現道 で の 復

旧計画に 当た り，断層帯で の 処理 及び崩壊頂部よ りは る か

上方に 広範囲 に わた る き裂 ， 段差 な どの 影響か ら二 次的崩

壊が明 らか に考えられ る 箇所 に つ い て は ，現道 で の 復旧 計

画 は到底不可能と考 え られ谷側に橋梁 に よ る付替え を行 う。

また特に道路沿 い 山腹斜面 の 崩壊が大き く，その 上部周辺

に は広範囲に わ た りき裂，段差を生 じた こ と が 明 らか な 山

腹斜面 ， こ れ に隣接す る部分で地表 に変化がな くて も地震

に よ りぜ い 弱化が著 し く，被災前 の 斜面状況 に 比べ て安定

度が低下 して お り，現に 被災後 の 降雨の た び ご とに 崩土 や

落石 があ とをた た ず地山全体が極め で不安定な状態 に あ る 。

こ の よ うな被災箇所 で の 復旧計画 は ， 崩壊箇所 か ら極力離

して トン ネ ル を主体と した道路の 付替え に よ る 改良復旧 を

行 うこ と と した。

　県市町村管理 の 道路 な ど被害640 箇所の うち，13箇所 の

大規模な災害復旧箇所 を除き，原形復旧若 し くは そ れ に 近

い 形で の 復旧計画で 特 に 問題 は ない が ， 現道 で の 復 旧 に つ

い て は前述 の とお り崩壊斜面，崩壊深度及びその 周辺 の き

裂などに よ る地盤の ぜ い 弱化などか ら復旧計画の 主な点 は

次の よ うな方針の もとに 進 め られ た 。

　 ○　道路沿 い 崩壊斜面も
一般に 高く， か つ そ の 上部及び

隣接斜面 に は き裂，段差 が あ り今後 さ ら に 大きな崩壊 が 予

測 され る箇所は，一
般 に切取 り工 法 に よ り安定 の り面 を確

保す る こ と は，長大 な の り面を生 じた b地形上完全な切取

りがで き ない た め ， 深礎 工 に よ り崩壊を抑止す る 方法 で こ

れ を防止する e
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　 ○　道路 に接す る斜面末端部に は ， 重力式 コ ン ク リート

擁i壁 な ど土留め施設 を設 け る 。

　○ 　崩壊斜面 の 処理 は ， 安定勾配 で切 り取 る に は 長大な

の り面とな る うえ，大量 の 残土処理揚な どの 確保 も難 し い

の で 切取 り量 を極力少 な くし て ， 比較的安全度 の 高い コ ン

ク リートの りわ く （場所打ち ， プ レ キ ャ ス ト）を適用す る 。

　O 　上記 の方針 に 基 づ い て も， 現道法線で 道路復旧が 不

可能も し くは不適当 と判断され る箇所 に っ い て は，付替え

を検討す る。

　○　し緩し，ル ーズ と な っ た土質また は盛土箇所 に つ い

て 高い 擁壁 を必要 とす る とこ ろ は ， 今回の 地震 に 対 して 安

定性の 高か っ た 井げた擁壁を計画する。

　○　道賂谷側の 路側部分 で は 陥没， 沈下 ， す べ り出 し な

ど を 生 じ て い る 箇所 が多く， 必 要とな っ た 擁壁類 の 構造物

に対 して は 地山自体 の す べ りに対 して安定な基礎構造に す

る 。

　上記復旧方針の もとに検討 し た箇所の大部分 は工法的 に

特に 抑止 工 （深礎工 ），あ る い は構造物の 基礎杭は現地 の 地

質状況 に よ り， そ の 必要性の 有無や断面形状が決定され る

べ きもの で あ るの で ，ボーリン グ調査 な どを主体 とし た 調

i査を終 わ り最終工 法 が一部を除き決定され た 次第 で ，次 に

被害の 激甚な修善寺下 田 線の 代表的 な大規模の 災害復旧箇

所 で の ，復旧計画及び トン ネ ル な ど に よ る 付替 え 改良復旧

計画 に つ い て 紹介す る 。

5． 復 旧 計 画

　（1） 主要地方道修善寺下 田線 ， 天城湯ケ島町与市坂地内

　　　の 災害復旧計画

　道路山側斜面の 延長 123m ， 斜面長 50m が震動によ り
一

部崩壊 し，ま た全区間 に わ た り落石が発生し通行中の バ ス

を直撃 し不幸に も死者4 名の 入身災害とな っ た。さ らに 道

路上 の 斜面勾配は 3分・“　5 分 で ， 高さ29〜34m の 上 は水田

と な っ て お り，
こ の 部分 に も大きな き裂を生 じ崩落寸前の

不安定な状態とな っ た 。

　地質 は安山岩溶岩お よび玄武岩溶岩で板状節理 ， 柱状節

理 の 発達 が み られ ，岩盤とし て は もともと多孔質で もろ い

岩質の もの が風化を受け緩 んで い た状態で あ っ た もの と考

えられ る。斜面下部に は既設石積み （85m 間） の 腹付けか

さ上げ，な らび に高さ 6．Om の コ ン ク リート擁壁 を設け斜

面の 下部を 1 割， 上部を 1 割 5分 で それ ぞ れ段切 りし斜面

上部 の き裂な どの あ る不安定な部分を除去す る 。 またの り

覆工 と し て の コ ン ク リートの りわ くも，の り面 の 上部は 断

面形状 を小 さくして なるべ く軽 くする よ う考慮した 。

　   　主要地方道修善寺下 田線 ， 河津町川合野地内の 災害

　　　復旧計画

　道路沿 い 延長 142m に わた る大規模な 山腹崩壊斜面 で あ

り，崩壊 は道路上高さ86m よ り地すべ り性の 斜面崩壊を発

生 し た もの と考 え られ 山側土留め ブ ロ ッ ク積みを倒壊し道

　　　　　　　　　　　　　　　　土 と基礎，26− 9 （247）
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図
一4　主要地方道修善寺下田線 ， 天城湯 ヶ 島町 与 市坂地 内断面図

　　路下方の民家 2戸が崩土 に よ り押 し出された。

　　　当地区の 地すべ り崩壊 の 形態 は上方滑落崖 と下方滑

　　落崖 の 2 つ の 滑落崖 で 特徴 づ けられ る。上下 2 つ の す

　　 べ りよ り な り，上方滑落崖に 示 され る 1 次す べ りが発

　　生 し ， 引き続 い て 下方滑落崖に示 される 2 次す べ りが

　　発 生 し た もの と考えられ る。上方滑落崖 と下方滑落崖

　　 の 間に は 2次滑落に よる崩土が分布する 。 上方滑落崖

　　よ り さらに 上方の 斜面に は，滑落崖を囲む よ うに薪 た

　　に ク ラ ッ クが発生 して い る ほか ，尾根部 に おい て も連

　　続した地割れ が認 め られ る 。 地質調査 の結果，基盤 は

　　安山岩 （天城側）及び凝灰角礫岩 （河津側）よ りな り，

　　地すべ りの 規模は 深 さ （鉛直深度） に して，上 方滑落

　　崖 に よ る 1 次すべ りが12．Om ， 下方滑落崖に よ る 2次

す べ りが 3．5m で あ る 。今後 1 次すべ り に よ り残留した形

の 滑落土塊 の す べ り と ， 上方滑落崖 よ りさ らに上方斜面 へ

の 崩壊波及が 予想され る 。

　復 1日計画 は 不安定 な滑落土 塊の 厚さは鉛直深度12．Om に

及び，さらに そ の 下方 に は 風 化度 の 非常 に著し い ほ とん ど

粘土，土砂状を呈す る強風化岩 が 8．Om も続く。 従っ て切

取 り排土す る こ と は そ の 量 も膨大な もの とな り， 地形的に

も難 しい の で 上方滑落崖付近 の 不安定 な土塊 を一
部取 り除

き， 径 2．0エn ，長さ18．Om の 深礎工 に よ り抑止 す る方法 を

と り入 れ ， 道路 の 斜面山側 に は 高 さ 7．4m の 井げた擁壁を

設 け た 。 さらに深礎工 ま で の 切取 りの り面 は ， の り勾配 も

1割と な る こ とか ら，コ ン ク リートの りわ く工 （プ レ キ ャ

B騒。・9
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写真一3　主要 地 方道修善 寺下 田線，河津町 川合野地 内

　　　　 地す べ P性崩壊

ス ト）を設 け る こ と と し て
一応計画 し て い る が ， さ ら に道

路 の 線形を崩壊斜面 よ りい く らか 離 し住家な どの 移転を し

て 谷側 に設け る よ う計画中で あ る。

　｛3） 主要地方道修善寺下 田線，河津町梨本地内の 災害復

　　　旧計画

　本区 間は南方 に 張 り出 した 尾根 の す そ部 に 沿 っ て
， 県道

が ほ ぼ 直角 に カ
ーブする 箇所 で ，県道沿 い 斜面は 下側 （下

田側）の 南東斜面 と上側 （修善寺側） の 南西斜面 に分 か れ

る。被害は道路上 の 山腹斜面 2 箇所が大規模な崩壊を起 こ

し た こ と と，県道下方の 町 道の 崩壊 が あ る 。 県道上 の 崩壊

箇所 で は，定期 バ ス が崩土 に 埋没 し死者 3 名がで る災害と

な っ た 。 本路線 の 最大な崩壊箇所 で そ の 規模も延長 320m

（2 箇所 ） は，道路上高さ50m ，崩壊斜面長 70m 余，崩壊

土量 26
，
500m3 （応急復旧 で 除去 し た 量）以上 に 及 ん で い

る ほ か ， 小 崩壊 に よ る崩土 ， 落石 の 被害 が 発生 し た 区間が

約 600m の ほ か ，既設石 積みや ブ ロ ッ ク積み の 損壊，舗装

部分 の き裂，陥没 な ど道路施設 の 被害 も著しい
。

　崩壊斜面に隣接す る斜面及び崩壊斜面頂部よ り上方80m

余 に わ た る 区域に は ，無数の

き裂 ， 段差を生 じて お り，こ

の うち 今回 の 地震に よ り開口

し た ク ラ ッ ク と し て 発達 し た

もの が多い 。従 っ て 今後 こ れ

ら の 新 旧 の 滑落段差の 多 くが

さ ら に 大き な ク ラ ッ ク と して

発達 し，斜面崩壊 の 引 き金 と

な る恐れ が ある 。 現に そ の後

の 降雨 に よ り修善寺側 に お い

て も新 た に 山腹斜面が崩壊 し

た 。

　地質調査 な どか ら第 3 紀中

新世 の 湯 ケ島層群に 相当す る

凝灰角礫岩お よび 変朽安山岩

よ りな る が，ほ か の 箇所 に 比

30

較 して 風化が非常 に厚 い こ とが特徴的 で あ る 。 風化の 厚さ

を弾性波探査結果 か らみ る と，風 化帯層 （1，1・− 1．5k 皿 ！s）

まで の 厚さは 崩壊頭部 の 標高 で 鉛直深 さ50m に も及 び，一

般的な風化作用 に よ る風化帯 と して は 異常に厚い 。弾陰波

探 査最下 層 の 速度 は 3．Okm ！s を下回 り，当該地区 の 地質

の 基盤の 弾性波速度 と し て は 異 常 に 低 い 値を示す。さ らに

崩壊頭部で実施 した ボーリ ン グ調査 の ボーリン グコ ア で も

新鮮岩は み られ ず全般 に 破砕を 受け た岩盤 よ りな る 。 これ

らの 地質調査 及び周辺 の 地質構造 か ら崩壊斜面上部 か ら上

方に断層破砕帯と考えられ る幅約50m の 大規模 な岩盤 ぜ い

弱帯 が推定 され る。

　復旧工法 と して は，まず現道復旧 は 切取 り土量も膨大と

な り，地形上不安定な部分 まで 除去す る こ とは 難 し く，か

つ 断層破砕帯 で 長大 な 切取 りの り面が生ず る などか ら現道

上 の 復旧は不可能で あ る。つ ぎ に トン ネ ル 計画 とし て も風

化した破砕帯が厚 く，断層破砕帯に ほ ぼ並行 し接近する こ

と な ど か ら不適当 と判断 し，崩壊斜面 か ら極力離れ た位置

で谷側に 延長 1
，
191．5m に わ た る橋梁 に よ る付替え方法に

よ ら ざ る を得 な くな っ た 。 橋梁に よ る復旧計画は崩壊 した

箇所，将来比 較的崩壊 しやすい 箇所，及び降雨時 に流水 ，

落石 ， 土砂流の おそれ の あ る 箇所な ど は 極力避け，か つ 橋

梁 の 高さは耐震 性，経済性か ら な る べ く低 くすむよ う線形

を決 め る な どの 基本方針 の もと に検討 し て きた結果 ， 現道

との 取付け部両端 の 高低差 は 約 75m あ り，で きる だ け早め

に ル
ープに よ り縦断を下げ全体的に 橋脚を低 くす る こ と と

し，ル ープ 部 は 橋脚の 高 さ も5（｝m 余 に 及 ぶ の で橋脚の 位置

は極力斜面 の 緩や か な比 較的安定度 の 高 い 揚所を選定 して

設け る こ と と した 。 上部 工 は架設及 び早期復旧を考慮して

鋼 け た を採用す る と と もに ， 耐震 臨 経済性 を 考慮して連

続構造 とす る。下 部工 は ル
ープ 部 で は 高橋脚と な る た め耐

震性 を考慮 し て鋼製橋脚 とす る e

　大部分 の 橋脚 は 山腹斜面 に設 けざる を得 な い の で 基礎構

平　画　図

図一6．1 主要地 方道修善 寺下田線。河津 町梨本地 内
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写真一4　主要地方 道修善 寺下田線， 河津町梨本 （バ ス

　 　 　 　 埋 没災害発生 箇所）地内

造は付近の 地山に影響を及ぼさな い こ とや，施工 の 確実性

な どか ら深 礎工 に よ る もの と して い る。

　｛4） 主要地方道修善寺下 田線，河 津 町 梨本 （鍋失）地内

　　　の 改良復旧計画

　被害の 激甚な箇所 で あ り，道路沿 い 山 腹斜面 の 大規模な

崩壊 が No ．1 及 び No．2 の 2 箇所で 発 生 し，崩壊面 の 上

部及び周辺 に は広範囲に わ た りき裂な どが発生し て お り，

山腹斜面は ぜ い 弱 と な り相 当 不安定 な 状況 とな り，そ の 後

の 3月 10日及び28 日の 降雨 に よ りNo．3 及 び No．4 の 山腹

斜面 が新た に崩壊した 。
No．1 は被災延長 160mで崩壊面

を形成す る 岩盤 は 割 れ 目が 非常に多く ， 割れ 目沿 い に 風 化

を受けた 小 礫状を呈す る もろ い 岩盤 で あ る こ とが地質調査

の 結果 か ら判定され，さら に崩壊冠頭部 に は地震に よ り発

生 し た ク ラ ッ ク が ある た め，今後崩壊 の 上部波及 と と も に

ク ラ ッ ク を頭 とす る ぜ い 弱風化岩 で す べ りも考 え られ る 。

No．2 は被災延長 が 250m で No．1 と相隣接す る大崩壊箇

所 で ， 道路沿 い 山腹斜面 が 道路上約60m の 高 さか ら崩壊 し，

モ ル タル 吹付け，擁壁，道路本体の
一

部 を決壊 させ ， は る

か下方の 谷 に ま で 及 ん で い る。こ の 崩壊斜面頂点 よ り上方，

自然斜面 の 広範囲 に わ た リ ク ラ ッ ク が 発生す る ほ か，土留

め擁壁の ずれ ， 落石 ， 路面の ク ラ ッ ク，モ ル タル 吹付 けの

ク ラ ッ ク な どが生 じて い る。弾性波探査 ボーy ン グ調査

結果を対比 させ て 弾性波速度層か らみ た 風化区分 と し て は ，

0．3〜O．5km ！s の 強風化帯， 0．8〜1．　O　km ！s の 強風化岩層

及 び 1．　6− 1．8km ！s の 新鮮岩層の 3 層 に 区 分 さ れ る。

0．3〜O．5km ！s の 強風化帯 は，切取 P斜面の り肩付近 で 深

さ4．O〜6．51nの 滑落土塊及び強風化岩で代表 され ，い ずれ

も未固結ル ーズ な （N 値 30以下）土砂 よ り構成され る。強

S叩 tember ，1978
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風化帯 の 下方 に は O．　8〜1．Okm ！s の 弱風化岩層 が 深 さ 10

m 前後 の 分布を 示 し，割れ 目が非常に多く風化変質の 進ん

だ も ろ い 岩盤 よ りな る と考 え られ る。ま た こ れ に続 く新鮮

岩層 も割れ 目が多い 新鮮岩 あ るい は 変質破砕 を受 け た新鮮

岩 が卓越す る 。 今回の 地震に よ る崩壊 は強風化帯で の すべ

りで あ る。崩壊頂部 よ り上 方 の 斜 面 に お け る 強風 化 帯 の 分

布 は 厚 く，また 地震時 に ク ラ ッ クが 発生 して い る の で 今後

こ の 強風化帯 で の 斜面崩壊 の 上方波及 は必 至 で あ る。さ ら

に 弱風化岩層 に つ い て も地震時 を考慮 し た 場合 に は 不安定

で あ る。

　No ．　3 及び No ．4 の 被災延長 は 82．4m で 地震後 の 3 月

10日及び28目の 降雨 に よ り道路上高 さ 115m か ら山腹斜面

が崩壊 して い る。現道沿 い の 山腹斜面 の 崩壊箇所 の 上部及
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び そ の 周辺 は広範囲に わた りき裂などが発生 して い る。こ

れ に続 く山腹斜 面 も地表 に 何らか 変化 の 現 れ て い ない 部分

も ， 地形地質か ら当然地盤 は 相当 し緩 し ぜ い 弱 な状態 と な

っ て い る 。 崩壊箇所を含め た こ の ような区間延長 530m

の うち，長大 な 山 腹斜面 の 被災箇所 477．4m の 復r日を し た

と し て も，
こ の 区間で は 将来再度災害な どの 発生 が考え ら

れ る と ともに ， 安全管理 か らも崩壊斜面よ り極力離れた位

置 で トン ネ ル に よ る 付替 え を検討 し計画 し た もの で あ る。

付替え計画は崩壊箇所か ら離 し，土 か ぶ り及び線形 などを

考慮する と ともに ， 天城国有保安林及び伊豆箱根国立公園

の 区域内で あ るた め ，
こ れ らの 機能を保持 し 自然景観 を損

な わ ない よ う配慮した 。 ほ ぼ南東に 張 りだ して い る尾根部

に 延長 308m の トン ネ ル を設け る こ と と して い る が ， こ

れ よ り修善寺側の 山腹斜 面 も落 石 の 発 生 や 相当不安定な状

況 に あ る こ と と ， トン ネ ル の み で は縦断勾配 も確保 で きな

い こ とか ら谷側の 斜面 に延長 413．8m の橋梁を設ける計画

と なっ た もの で あ る 。 トン ネ ル の 掘削 は南側 の 掘削入 口 を

側壁導坑 （約50m ） と し ， 内部は上部半断面掘削 （リ ン グ

ヵ ッ ト）として い る 。 巻立 て厚は 60CIn で 地 山 の 中心部

を 除きイ ン バ ートを施 工 す る。ま た 両 坑ロ と も明 り巻 き を

実施 して 山腹 の 崩壊に よ る影響を回避して い る 。 橋梁部分

の 上部 工 は架設及 び 早期復旧を考慮して ， 鋼げた を採用し

耐震性及び 経済性 を考慮 して 連続構造 と した。下部工 の 基

礎構造は 急斜面 で転石 な どの ある地質と付近 の 地山 に影響

を及ぼさない こ と な どか ら大部分を深礎 工 に よ る こ と と し

て い る。

　（6） 主要地方

　　　道修善寺

　　　下 田線，

　　　河津町梨

　　　本（登尾）

　　　地内の 改

　　　良復旧計

　　　画

　大規模な山腹

斜面 の 崩壊箇所

の
一・

つ で，崩壊

の 規模は 道路上

高 さ85皿 よ り延

長 203m に わた

り被災し た もの

で，崩壊 に よる

崩土 の 衝撃 に よ

りの り尻の 落石

防止 さくつ き コ

ン クリート擁壁

を転倒 させ た 。　　　 ／
i

崩壊面の 滑落崖　　　　　　　　　　　　　図一T．1
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よ り上方 の 斜面 に は 新たな ク ラ ッ クを生 じ約 LOm 程度の

段差を生 じ，ク ラ ッ ク の 延長 は 崩壊 面 の ほ ぼ中央 か ら下 田

側 に連続 し て お り， こ の ク ラ ッ ク に 囲 ま れ た範囲 が非常に

不安定な状況 とな っ て い る。基礎地質 は変朽安山岩風化帯

で 崩壊箇所 の 尾根部 の ボーリ ン グ調査に よ る と，地表 よ り

深度 6．　6m は N 値 2 〜3 の 強風化粘土で こ れ よ り以深 は割

れ 目が非常に多い 弱風化岩が続 く。ま た 下方 め道路付近 で

は 地表よ り崖錐堆積層，及び弱風化岩が地表 よ り7．Om ま で

分布する が，深度7．Om 以深 で は 局部的に割れ 目が多い も

の の おおむね 新鮮岩とな る。弾性波探査 とボーリン グ調査

の 結果を対 比する と，第 1 速度層 （0．3〜O．　5　km ！s）はN 値

10以下 の 崩土，崩落土塊及び強風化帯よ り なる未固結土砂

を代表 し ， 第 2速度層 （0．8〜1．0   ノs） は N 値 50以上の

弱 風化岩を代表 し，また第 3 速度層 は お お む ね新鮮岩を代

表する もの と老えられ る 。 すべ り面 は お お む ね この 第 1速

度層と第 2 速度層の境界付近 に あ り， 第 1速度層相当部分

が今 回 す べ っ た こ と に な る。地震 に よ り斜面尾 根部近 くに

ク ラ ッ ク が発生し ， 斜面表層に分布して い た強風化粘土化

帯が滑落する と と もに ， 下方の 切土 の り面も 2次的に崩壊

し た もの と考え られ る。崩壊面 に は厚さ （斜面垂直深 度）

最大 5．Om の 滑落土塊が残留し ，
の り尻 に は崩落した崩土

が堆積する。応急復旧に よ り道路上 の 崩土を除却し たが そ

の 後 の 降雨 に よ り滑落土塊の 表層 の
一

部 が 土 砂崩壊 を起 こ

して い る 。 現道 で の 復旧 は道路山側に土留め擁壁 を設け安

定勾配 で切 り取り除却し ， の りわ く工 な ど を設 け る 方法 で

主要地 方道修善寺下田線， 河津町梨本 （鍋失） 地内

± と基礎 ， 26− 9 （247）
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写真一6　主 要地 方道修善寺 下田線，河津 町梨本 （登尾）地内

平　 面　 図

は切取 り土量 も膨大と な り， 長期 に わ た る こ とな どか ら山

腹斜面 の 上部の す べ り崩壊 と な る 不安定 な 土塊を深 礎工 に

よ り抑止 し ， 下部斜面をの りわ く工 で 覆 い 土留め擁壁を設

け復 旧す る方法 も考 え られ る が，前箇所同様に長大な の り

面 とな り崩壊箇所 の 周 辺 は 地形的 に も地盤 の し緩とぜ い 弱

化が相当考 え られ る こ とか ら，崩壊箇所か ら極力離し現道

との 取付け部及び線形などを配慮 し て，ほ ぼ南向きに張 り

出 し た尾根を横断す る 方向で 延長190．06m の トン ネル を設

け改良復旧す る 計画 で あ る 。 な お トン ネ ル の 掘削及び構造

に つ い て は前箇所 と同様 で あ る 。

6．　 あ と が き

　 1月 14日の 地震 に よ る災害 か ら大規模 な災害復 旧計画 も

前述の よ うに ほ ぼ決ま り， 本格的な復旧工 事も近 く開始 さ

れ よ うと し て い る 。 こ の 間 ， 降雨 の たび ご とに被災した 山

腹斜面 の 崩壊箇所 が さらに 山腹 の 上下方 に広が っ た り ， ル

ーズ とな っ た土石が崩土 とな っ て流出 し道路を覆 い ， 応急

復旧 と して 設けた仮設土留 め などを破壊 しほ とん ど交通不

能状況 に ある 。ま た き裂や段差 な ど の 地表 に 明 らか な変化

の ない 箇所 に つ い て も，地震後し緩した と考えられ る地盤

は新たな山腹崩壊を発生 して い る。すな わ ち 3 月 10日，28

日及び 5 月 18〜19日 の 降雨 に よ る 被害は ， 再度崩壊 し た も

の が15箇所， 新た な被害箇所 は 47箇所 と な っ て お り，地震

に よ る傷跡 は 深 く， 今後降雨 に よ る 再度崩壊，新た な被災

な ど につ い て は 予 測 し難 い も の が あ る 。

　復旧計画 に あ た り長大な 山腹斜面 の 復 旧，道路 の 上下方

の 沢状崩壊箇所の 復旧及 び崩壊箇所 を新線 と して付け替え

た 場合の 残され た崩壊箇所 の 復 旧な ど，直接道路管理者と

して復旧の 手 の 届 か ない 部分 などに つ い て は ， え ん堤 ， 流

路工 の 新設及 び崩壊斜面 の 整正，林地復 旧 な ど ， 砂防及 び

治山事業 と密接な連絡協議 の もとに総合的に復旧計画を進

めて い る。今後実施 に 際 し て は場所に よ り相当地盤が ル
ー

ズ とな っ て い る こ とが 考 え られ る の で ， 基礎梼造物 の 施工

に っ い て は，施工 方法及び適切な仮設工 の 設置などにっ い

　　　　　　　　　　　　　　て慎重 に 配慮 し て ゆ く必要

　　　　　　　　　　　　　　が あ る。ま た 地形上 工 事用

　　　道路な ど を設ける こ と は で

　　　きな い の で ，限られ た現道

　　　上 で 実施 し て ゆ くな ど の 問

　　　題 が ある が可能な限 り早期

　　　復旧をめ ざ して 万 全を期し

　　　 て ゆ きた い
。

　　　　　 （原稿受理　1978．71 わ
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