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1． は じ め に

　岩 石 が石 材 と して建築材や装飾材 に使用 され 始 め た の は，

ピ ラ ミ ッ ドの 例 を と る ま で もな く，人 類史 の 始 ま り と ほ ぼ

時期を
一に して い る と い えよ う。今日，鋼や コ ン ク リ

ート

な ど の 材料 の 進 歩 に よ り，建 設 材料 の 主 役 と して の 地位を

他 に 譲 っ て は い る もの の
， 依然 と して石材と し て の 岩石 の

需要 は増 え続 けて い る。こ れ は，岩石 の 持つ 光沢や模様な

ど が，人 工 の 素材 よ り優 れ て い る た め で あ ろ う。

　ま た ， 最近 は岩盤内 へ の 構造物の 建設や地震予知な ど と

の 関連で 岩石 が土木技術者の 新 しい 関心を集め て い る 。 こ

うした 学問的 な関心 とは 別 に
， 日々 岩石 と直接的な関わ り

合 い をもっ て 生活 して い る 人 々 が い る 。

「石 に 生き ， 石 に

老 い ，石 に 埋 もれ て い く人 々 」 （馬越道也著 「北木 島 の 石材
　 　 　 　 　 　 い し　 く

史」）石切揚 の 石工 職人 は そ の 代表的 なもの で あ る 。 近年，

外国産の 安価な石 材 の 輸入 などに 伴 い．生産や販売を近代

化 し よ う とす る傾向 も顕著に な っ て きて い る が，現在 で も

なお 尺貫法に よ る単位が使用され て い る こ とか ら も明 らか

な よ うに ， 石 工 の 世界は，多分 に職人的な雰囲気 を残 して

い る 。こ の た め岩石 との 関 わ りに も独 特 な もの があ り，経

験則 とい う形 で 独 自の 岩石観を形成して い る 。 こ れ ら の 経

験 則 の 中に は，明 らか に科学的批判 に耐 え得な い もの もあ

る が ， 検討に 値す る 経験則も少 な くな い 。こ の よ うな 経験

則 の
一

っ に ，
い わ ゆ る 「石 目」 を識別す る 能力 が ある。

　筆者 らは ， 主 に，花崗岩 の 異方性 に 関 す る 研究 の た め に，

全国各地 の 花 崗岩採石場 を訪問 し， 岩石 を採取 し て力学試

験を行 う
一

方 で ， 訪問先で 石 工職人 に イ ン タ ビ ュ
ーし ， 石

目 に 関す る 経験則 を学 ん で き た 。 こ こ で は ， こ れ らの 成果

の
一

端を紹介 し ， そ れ と岩石 の 力学的性質 との 関係に っ い

て述 べ る。

2．　 石 目の呼称

「土木用語辞典」 （技報堂出版） に よれ ば，石 目と は

「節理 以外 で ， 岩石 の 割れ や すい 方向。石切場で ， 採石

　に 当た っ て は こ の 性質を利用 して 石 塊を造る。」

と あ り，厂地学辞典」 （古今書院） で は
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　「岩石 中に 存在す る 割れ や す い 特殊 の 方向をい う。石 目

　に 3 種類あ っ て ，普通 の 石 目は垂直および 水平 に 近 い 諸

　面 で ，垂直 で最も割れや す い 面を俗 に 「一番 」 （rift ）と

　い い ，一
番 に 直角 な他 の 垂直面 を 「二 番 」 と称 し，こ れ

　らの 2 面 に直角な水平 の 石 目を 「重（か さね）」 とい う。

　
一

番，二 番お よ び重 ね は そ れ ぞ れ縦断節理 お よび 水平節

　理 の 方向 と一致す る こ と が 多 い 。石 目の 方向お よ び 程度

　を察知す る こ とは採石上最 も重要な事項 で ， 石 工 は採石

　 に際 し石 目を利用 して 硬 質な岩石 か ら石材 を採取す る。」

とあ る。「土 木用語辞典」 お よ び 「地学辞典」 両方 に 共 通

して い る解釈 と して ， まず石 目と い う用語 が採石場で用 い

られ る経験的 な用語 で あ る とい う点 で あ り，更 に 「割れ や

すい 方向」 を意味す る と い う点が あ る 。 しか しな が ら以上

の 説明に は明らか に不十分な点や ， 誤 りが含ま れ て い る。

例 え ば ， 水平 の 石 目を 「重 」 と称す る の は ，

一
部の 地域 に

限 られ て お り， 瀬戸内地域 の 採石場 で は水平 の 石目を 「一

番」 と呼ぷ こ とが多い 。 ま た ， 石 目を有す る岩石 の 種類 に

写真一1（b ） 茨城県稲田 の 稲 田 花 崗岩の 採石 場
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Hu

図
一1 石 目の 模 式図

表
一1　各地の 採石 揚で の 石 目の 呼称

0°

No 　 銘 柄 名 　 　産
　 　 　 　 　 　 　 　 　 石 目 の 呼 称
地 　 　 岩 　 石 　 名

　　　　　　　　　・ 2i ・
一

1 盛岡みか げ 岩手県盛 岡市 角閃石黒 雲母石英
一

番 二 番 お 　　し

閃緑岩
！

2 吾妻みかげ 福島県梁川町 黒雲母花崗閃緑岩
．

目 二 番 三　番

3 揺田みか げ 茨城県稲田 黒雲母花崗岩 目 二 番 重 　 ね

4 庵 治石 香川県庵 治町 黒雲 母花 崗岩 目 二 番 重　ね

5 北 木石 岡 山県笠 岡市 黒雲母花崗閃緑岩 目 二 番 しわ ・
む り

6 大 島石 愛媛県宮窪 町 角閃石黒雲母花崗 目 二 番 し　 わ

閃緑岩

7 議院石 広島県倉橋島 黒 雲母 花崗岩
一

番 二 番 こ　 あ

8 徳 山みかげ 山 口県徳 山市 黒雲母花崗閃緑岩 目 二 番 し　 わ

（岩石 名 は小 島丈見 氏 に よ る）

関 す る記述 も明 らか で は な い 。こ の こ と は ， 石 目 とい う用

語が明確な定義を持つ 学問的用語 と して 必ず し も定着 して

い な い こ と と関連 し て い る と考え られ る。

　筆者 ら の 調査 に よ れば ， 石 目は ，

一般に ，

一
番割れやす

い 面 が 「一番 」，あ る い は単に 「
目」 と呼ばれ て お り，2 番

目 に 割 れ や す い 面 が 「二 番」 ま た は 「二 の 目」 と呼 ばれ る

こ とが多く， こ れ ら と直交す る面 につ い て は，さま ざま な

呼称があ る 。 筆者らが こ れ ま で に訪ね た採石場 の 中か ら石

目 の 呼称 につ い て 代表的 な も の を選 び ，銘柄名 ， 岩石名 な

ど と併せ て 表
一 1に示す。こ の

一
番 と二 番に直交す る面 の

呼称 は，「しわ （しわ い ）」， 「む り （無理）」 な ど，

一
般 に

厂割れ に くい 」 とい う意味を込 め て使用 して い る こ とが多

い 。字句 に こ だ わ れ ば， こ れ らは 「割れ やす い 」 とい う意

味 で の 石 目 の 範ち ゅ うに は 入 らな い こ とに な る。一
方，一

部の 地域で は 「三 番」 とい う呼称 が用 い られて い る 。 こ れ

な どは 「割れ やすい 」 と い う範ちゅ うに 属す る もの で あ ろ

う。 ま た 「か さね 」 や 「す くい 」 な ど の 呼 称 は，水 平方向

の 石 目に対応す る もの で あ り，面 の 方向性と関連して い る。

　海外 に も これ と同様な呼称があ り， 英語 で は ， 割れや す

い 順 に ，　 rift 　phme ，　grain 　plane ，　hardway　plane あ る い
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は headgrain　plane とい う 分 類 が あ る 。 こ の 揚 合 の

hardway　plane は 日本 語 の 「シ ワ」 や 「ム リ」 に 対応す る

用語 で ある と考え られ る。一
方 で ，

bedding　plane，　 rift

Plane，　 hardway 　 Plane と い う分類 も あ り，こ の 場 合 の

bedding　Plane は ， 日本語 の 「す くい 」 に 対応 す る もの で

ある。

　
「割れ や す さ」 と い うの は，強度異方性 の 経験的な概念

で あ る が ， 岩石 の 強度異方性 とい う言葉か ら ま ず思い 浮か

ぶ の は ， 堆積岩を特徴 づ け る 堆積面 や，変成岩 を特徴 づ け

る流理 面で ある 。こ うし た岩石 に 強度異方性 が存在す る こ

と は よ く知 られ て い る が，こ れ ら に対し て石 目 とい う表現

が使 わ れ る こ とは 少 な い 。石 目 とい う用語 で 強度異方性が

表現 さ れ る 岩石 は ， ほ とん ど が火成岩 の 範ち ＠ うに入 る。

なか で も， 花崗岩 ， 花崗閃緑岩 が 大半 を占め る。一部安山

岩 や は んれ い 岩 の 産 地 で も，採 石 の 際に 「
目」 が 利用 され

て い る 。

3．　 石 目の識別方法

　機械化が進 ん だ現在 に お い て は，石 材 の 採石 ，加工 を機

械に頼 る 傾向が顕著に な っ て い る が，作業の ほ とん ど を人

力に頼 らざる え なか っ た時代に お い て は ， 岩石 の 割れやす

い 面を見 つ ける とい う技能が貴重 で あ っ た こ とは 想像 に 難

くな い 。

　そ れ で は ， 石 工 職人 は どの よ うに して ，この 石 目を識別

す る の だ ろ うか 。 こ の 方法 に は 大 き く分 け て 2 通 りの 方法

が あ る 。

一
つ は，石 英内 の ク ラ ッ ク の 方向か ら識別す る 方

法 で あ り， い ま
一

つ は，黒雲母 や角閃石 な ど特定 の 造岩鉱

物 の 配列方向 か ら識別 す る と い う方 法 で あ る。前者の 場合，

石 英内の ク ラ ッ ク が 「目」 の 方向 に優先的 に並 ん で い る こ

と を意味 し， 我が国 の 石切場 に お い て は，一
般に こ の 方法

が 多 く用 い られ て い る 。後者 の 場合は ， 石 目の 方向 と流理

構造 （fiow　structure ）の 方向が
一
致 して い る と い うこ と を

意味す る。例 えば，盛 岡市の 閃緑岩 の 採 石 場 な ど で は こ の

方法 が用 い られ て い る 。 更 に大島花 崗岩 （愛媛県）や香川

県丸亀沖の 青木 石 な ど に もこ の 傾 向が 見 られ る。しか しな

が ら， 石 目の 方向と流理面 が斜交 し て い る地 域 も あ り， こ

の こ とは 流理搆造 か ら石 目の 方向を判断す る とい う方法 が

必ず し も
一

般性 を持 ち得 な い とい う こ と を示 し て い る。こ

の 点 に つ い で は 後述す る。

　更 に各地 の 採石場 に共通 して い る の は ， 目の 方向 に よ っ

て 表面 の 手 触りが異 な る とい うこ とで あ る。す な わ ち ， 目

肌 （
一

番割 れ やすい 面 の 表面） は ，手 触 りが一番な め らか

で ， 次 に二 番肌，シ ワ肌 と続 く。

　
一

般 に，石 目 を識別す る た め に は，観察す る 面 に ある 程

度の 面積を 必 要 とす る 。 す な わ ち ， ク ラ ソ ク か ら見 る場合

も， 造岩鉱物の 配向性 か ら見 る揚合も，全体的な 「流れ」

が問 題 と され る た め ， 観察面 が広 け れ ば そ れ だ け 石 目 の 方

向も正確に 判断 で きる 。 強度異方性 の 大 きな岩 石 で は，石

土 と基礎，34− 8 （343）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

資料一417

英 内の ク ラ ッ ク が 卓越 し て い る た め ， 経験 を積 め ば

専門家 で なくとも識別 す る こ とが で きる よ うに な

る。

　更 に 石 目 の 見分け や す さは時刻に よ っ て も異 な り，

観察面 の 陰影がは っ き りす る明け方 や 日没時 の ほ う

が石 目の 識別は容易で あ る 。 目ご ろ慣れ親しん で い

る 採石場 の 石 目の 方向性 は ， 経験的に知り得 て い る

た め に作業 の 進行も早 い 。 例 え ば，

一番の 目は 「陽

が 登 り沈 ん で い く方向」 （愛知県岡崎市）とい っ た 具

合に代々 語 り継がれ て い る採石場も少 な くな い 。

4．　 石目の力 学的特性

　石切場 に お い て ， 岩 盤か ら節理や石目の 方向を考

慮 し な が ら，目的 とす る 岩塊 をは く離させ る 作業を

「大割」，ま た は，は く離 させ る 手段 と関連 し て 「大

発破」 な ど と呼 ぶ 。 こ の 作業に は通常黒色火薬や ジ

ェ ッ トバ ー
ナ
ーが使用 され る 。 また，は く離した 岩

6COO

ミ 50009

緯
　 4．DO〔［

O）
4013

　

　

　

畑

　
8

（四
∈

＼

漫）
礬
憲

塊を細 か く して行 く工 程 は ，

一
般 に 「小割」 と呼 ば れ る 。

こ れは，写真
一 2に示すよ うに破断予定面 に沿 っ て，経験

的に 体得され た間隔 で 複数の 矢穴をせ ん 孔 し，そ の 中 に せ

り矢を配 して打撃 し，小塊 に し て い くとい うもの で ある。

　 こ の よ うに，石 工 に よ る 採石 の 過程を力学的 に解明しよ

うとす る場合，大割 か ら小割 に・
い た る全過程を通 じて ， 静

力学的 な 破壊効果 に 加えて，発破やハ ン マ
ー
打撃な ど動的

な 効果 を 考慮 し な け れ ばな ら な い こ とは 明 らか で あ る。し

か しなが ら， 例 え ば岩石 の 動的な強度を， 石 目の 方向を考

慮 し な が ら明 ら か に す る こ と は，極 め て 困難で あ る。した

が っ て 以 下 で は，主 に 石 目の 影響下で の 静力学的 な挙動 に

つ い て述 べ る。

　石 目の 影響下 で の 岩石 の 挙 動 を力学的 に 記 述 し よ う とす

る 場合，石 目の 存在 に敏感な物理 量を選択す る こ とが重要

で ある。石切場・に おい て，石工 が 石 英中の ク ラ ッ ク を見て

石 目を判断す る と い うこ と か ら，ク ラ ッ ク の 存在 に敏感 な

物理量 が，石 目 の 存在下で の 岩石 の 力学的挙動 をうま く表

現 で き る と考え られ る。そ の よ うな物理量 として ，こ こ で

は P 波 の 伝播速度（Vp）と引張 り強度 （圧 裂強度， σの を

写真一2 せ り矢 とノ・ ン マ ーを使用 した 小割作業

Augu8t ，　1986
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4
　0　　　　 9［）　　　 1蟄 L／　　　　 鱒 　　　　 1800 　　　　 ge　　　　 ユso

　　　 角 度 （つ 　 　 　 角 度 （
9

）　 　 　 角 度 （つ

　　　 図一2　大島花崗岩 内 を伝播 す る縦 波 と圧 裂強度

考 え る 。Vp は ク ラ ッ ク （特 に 開口 し た ク ラ ッ ク ） の 存在

に敏感で，ク ラ ッ ク の ない 状態 （実際 に は ありえない が ）

で 最高値 を 示 し，ク ラ ッ ク密度が増加す る に つ れ て 速度 は

一般に低下す る 。 ま た ， ク ラ ッ ク先端の 応力集中や ク ラ ッ

ク 相 互 の 干渉に よ り，ク ラ ッ ク密度 の 増加が強度低下 の 原

因とな る こ と は よ く知 ら れ て い る 。

　図一2に 大島花 崗岩 （愛媛県越智郡余所 国） の Vp お よ

び 圧裂試験に よ る 引張 り強度 の 測定例 を示す。こ の 岩石 の

採取地 に お ける 「 目」 の 方向は ほ ぼ水平面 に
一
致 し，　 「二

番」 お よび 「シ ワ」 は ほ ぼ鉛直面 とな っ て い る。目の 方向

が，水平面 お よび 鉛直面 に ほ ぼ一致す る こ と は他の 採石 場

で も同 じで あ る。 図中 の 横軸 の 0 °

お よび 90
°

は石 工 職人

の 判断した石 目め方 向を示 し て い る。

　 Vp の 値は ，
「目」 に垂直に 進行す る場合が最 も小 さ く

（約 3500m ！s）， 次 い で 「二 番」 （約4200 　m ！s），
「シ ワ 」

（約 4　400　m ！s） と な っ て い る 。 こ の こ とは ，
「目」 に沿 う

方向に ク ラ ッ ク の 密度が 大き く， 「シ ワ 」 の 方向に少 な い

とい うこ と を示唆して い る。引張 り強度 は ，
「目」 の 方向

が最 も小 さ く （約 80kgf！c皿
2
），次 い で 「二 番」 （約 90　kgf

！cm2 ），
「シ ワ 」 （約 120　kgf／cm2 ）の 順 に な っ て い る。　引

張 り強度 の こ の 測定結果 は ，　 「
目」 が最も割れやすく，次

い で 「二 番」 で， 「シ ワ 」 の 方向 は割 れ に くい とい う石 工

の 経験則と よ く
一

致 して い る 。

　 こ こ で図一 2（f）に よ る と，仮 に 60 °

の 角度 で 圧裂 した

揚合 ， 圧裂強度は 「二 番」 の 方向よ り低い
。

こ の こ とは ，

「割れやす さ」 とい う立 場 か らすれ ば， こ の 方向 は 「二 番 」

の 方向 よ り割れ やす い こ とに な る 。 し か し な が ら ， 石 目 と

異 な る方向へ の破断を試み た 場合 ，

一
般 に石 目の 方向に沿

うよ うに破断面が 「流れ る」 た め ，破断形状が平面的に な ら

ない 傾向 が あ る 。 す な わ ち破 断効果 を，破断 に 必 要 な強度

と破断面 の 形状の 平面性とい う両面 か ら考えた場合 ，
「目」
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黒 髪島花崗岩の 圧 裂

強度 （端面が「二 番」

に平 行）

が あ らゆ る 方向で 最 も割 れ や す い 方向で あ り，続 い て
「二

番 」 が 二 番 目に割れ や す い 面 で あ る とい え よ う。 換言すれ

ば， こ れ らの 方向で 圧裂強度 は極小値 を とる とい うこ とが

で き る。実際 に 図
一 2 の （a ）〜（f ）の い ずれ の 場合も，0 °

お よ び 90 °

で Vp お よ び 引張 り強度 は 極値を示 し て お り，

石 工 の 「 目」 を 「読む 」 能力 が極め て 洗練 された もの で あ

る こ と が示 され て い る。

　図
一2は ， 石工 の 経験則か ら だ け で は 判断 で き な か っ た

「シ ワ」 の 方向 が割 れ に くい 面 か ど うか と い う問題 に対 し

て も明確な 解答を与 え て い る。す な わ ち，引張 り強度試験

の 結果 か ら，強度 の 最大値 は 「 シ ワ」 に 沿 う面 に近 い 面 で

は あ る がわ ず か な が ら異 な る方向 に 生 じて い る。したが っ

て ， 上 に 述 べ た破断形状 と併せ て 考え た 場合 ，

「 シ ワ 」 は ，

「最 も割れ に くい 面」 で は な く ，
「三番目 に割れ や す い 面 」

と考 え る の が妥当で あろ う。以上述べ て き た傾向は大島花

崗岩 だ けで なく， 筆者 らが こ れまで に 調べ た 花崗岩 に共通

した特徴 で ある 。 図
一 3に ， 黒髪島花崗岩（山口 県徳山市）

の Vp と圧裂引張 り強度 の 測定結果を示す。異方性 の 程度

に 差異がある もの の ， 大島花崗岩に つ い て こ れ ま で に述べ

て きた結果 に一般性が認 め られ る こ と は 明 らか で あ ろ う。

5．　偏光顕微鏡に よる石 目 の 観察

　 こ の よ うな力学的 な 試験 か らだ けで は な く，石 目を直接

に観察す る こ と も可能で あ る。写真
一3は，石 目の 方向を

考慮して 作製 され た 倉橋島花崗岩，お よび 北木島花崗岩

（岡山県笠 岡市）の シ ワ 肌 に関す る 薄片 を偏光顕微鏡で 観察

し たもの で あ る 。 写真 の 長辺方向が 「 目」 に沿 う方向で あ

り， 短 辺 方向が 「二 番」 に沿 う方向 で ある。写真よ り，ま

ず
「
目」 に 沿 う石英内 の ク ラ ッ ク，お よ び 「二 番」 に沿 う

石英内の ク ラ ッ ク が卓越 し て い る こ とが 観察 され る。こ れ

らの ク ラ ッ ク は石 英内を貫 い て お り，時と して 長石内 に伸

び る こ と もある 。 こ れ ら の 岩石 に 限らず，

一般 に
，

「
目」 に

沿 うク ラ ッ ク は 厂二 番」 に沿うク ラ ッ ク よ リ ク ラ ッ ク長 も

長 く密度も高い。こ の よ うに ， 日本の 花崗岩の 「目1 お よ

び 「：：ts」 を特徴 づ け る もの は ， 多くの 揚合石英内の ク ラ
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写 真一3（a ）　北木 島花 崗岩の 偏光顕微鏡写 真 （オ ープ ン ニ コ

　　　　　 ル ）。 観察面 は 「シ ワ 」の 面 で，長 辺方 向が「
目」，

　　　　　 短辺 方向が 「二 番 」，写真 中央 が石英 。（左右端約

　 　 　 　 　 3．5mm ）

写真一3（b ） 倉橋 島花崗岩 の 偏 光顕微鏡 写真 （ク ロ ス ニ コ ル ）。

観 察面 は 「シ ワ 」 の 面 で ，長辺方 向が 「目」，短

辺 方向が 「二 番」。 （左右端約 3．5mm ）

ッ ク で あ り，こ れ らの ク ラ ッ ク の 選択的配向性 と直交性 が

石 目の 直交性に 対応 して い る もの と考 え られ る。

　 こ れ に対 して 「シ ワ」 の 構造は複雑 で あ る
。 黒髪島花崗

岩の 場合 「シ ワ 」 を特徴づ け る構造 は，シ ワ肌 に平行 に 並

ん で い る 「二 番 」 よ り更 に 短 く密度の 低い ク ラ ッ ク で あ る。

倉橋島花崗岩や大島花崗岩 の 揚合 は ， 写真一4に示す よ う

に，斜長石お よ び カ リ長石内 に シ ワ 肌 に沿 う液粒面 （fiuid

inclusion　plane ）の 選 択的 な配 向性 が認 め られ る。こ れ ら

の 液粒面 は ， 液体包有物が平面状に 配列 し た もの で あ り，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ

か つ て 開 口 して い た ク ラ ッ ク が癒着 し た構造 で ある と考 え

られ て い る。した が っ て ， こ れ ま で に 見 て き た ク ラ ッ ク よ

り更に 古期 の もの で ある 。 更 に 写真一5 に 示すよ うに ， 北

木島花崗岩 に は パ ー
テ ィ ン グ （裂開）の 選択的 な配向性が

認 め られ る 。 こ の よ うに シ ワ肌 を特徴づ け る構造は い くつ

か あ る が， 欠陥構造が選択的 に 配向 して い る とい う点に っ

い て は 共通 して い る とい えよ う。

　最後 に石 目の 方向を流理構造 か ら判断す る 方法 に っ い て

付言 し て お く。こ れ ま で述べ て きた よ うに，石 目の 概念 は

外力を加 え た場合 の 割 れ やす さ と関連 して お り，力学的 な

土 と基礎，34− 8 （343）
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写真
一4 大 島花崗岩 の 偏光顕 微鏡 写真 （オープ ン ニ コ ル ）。観

　 　 　 　 察面は
「 目j で ，長 辺方向 が 「二 番」，短 辺方 向が

　　　　 「シ ワ 」 を示 す 。 写真右上部の 斜長石 内に 「シ ワ」に

　　　　沿 う液粒面が 認 め られ る 。 下部は石 英。 （左右端約

　 　 　 　 1．7mm ）

写 真
一5 北木島花崗岩の 偏光顕微鏡写 真 （オ

ープ ン ニ コ ル ）。

　　　　観察面は 「目J で，長 辺方 向が 「二 番」，短 辺方 向が

　 　 　 　 「シ ワ 』 を示 す 。 写真 中央 の カ リ長 石 内 に 「シ ワ 」

　　　　 に 沿 う パーテ ィ ン グが 認 め られ る 。 （左右端 約 L7

　 　 　 　 rnm ）

概念 で あ る。こ れ と造岩鉱物 が 優先的 に配向 して い る とい

う こ と は 直接 に は 関連 が な い よ うに 考 え られ る。こ こ で 写

真一 6 に盛 岡 の 石英閃緑岩 の 薄片の 観察結果 の
一

部 を示 す。

写真か ら明 ら か な よ うに ， こ の 岩石 の 「一番」 の 方向 に は

わ ず か な が ら石 英内 の ク ラ ッ ク の 選択的 な 配 向 が認 め られ

る 。 更 に 「二 番」 の 方向 に は長石 内に液粒面が卓越 し て存

在 し て い る 。す な わ ち，こ の 岩石 の 揚合， 流理 面 と石 目の

方向 は ほ ぼ一
致す る 。こ の

一
致 が 偶然 で あ る か ど うか は別

として，石 工職人 は 造岩鉱物 の 選択的な配向性を知 る こ と

に よ っ て ， 間接的 に 欠 陥構造 の 方向 を判断 して い る と い え

よ う。

6．　 お わ り に

　以上述べ て きたよ うに，本稿 で は，花崗岩採石揚な どで

採石 の 際に利用 され る石 目を と りあげ，石 工 職人 の 石 目を

判別す る能力が極 め て洗練され た もの で あ る こ と を見 て 来

た ． 更 に弾性波速度や引張り強度 ， 薄片の 観察 の 結果 か ら，

August ，1986
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写真一6（a ） 盛 岡産石 英 閃緑 岩 の 偏光顕微鏡写真 （ク ロ ス ニ

コ ル ）。長辺方 向が 「目」，短 辺方 向が 「二 番」 を

示す。 （左 右端約 3，5　min ）

ニ コ ル ）。長辺 方 向が 「目」，短 辺方向が 「二 番」

を示す。斜 長石 内で 「二 番」 に ほ ぼ平行な 液粒

面 を示 す 。 （左 右端約 1．7mm ）

こ の 石 目 を特徴づ け る もの が ， ク ラ ッ ク や液粒面 な ど欠陥

構造 の 選択的配向性 で ある こ と を見 て 来 た。　　　　
・

　 こ れ らの 石目が ど の よ うに し て 形成 され た か に っ い て は

今 の とこ ろ 明 らか で は な い
。 ただ筆者 らは，工 学的な立揚

か ら，こ れ まで
一番割れ や す い 「目」 に 注目 して 検討を進

め て きた が，石 目の 起源を明 らか に しよ う とす る場合 に は

「シ ワ 」 に も注 目す る 必要 が あろ う。 こ の こ とは ， シ ワ肌

を決定 し て い る 欠陥構造 が，液粒面 な ど主 に古期の ク ラ ッ

クで あ る とい う理 由に よ る。

　石 工職人 の 経験則 は，石 目 に 関 して だ けで な く，
「キ ズ」

（節理 ）や 「行方 （ゆ きが た ）」 と 呼 ば れ る 構造 な ど多岐 に

わ た る 。 そ れ らに 対す る考察は今後 の 課題 と したい 。

　本稿をま と め る に あた り， 瀬戸内地域 を中心 とす る 石 工

職人 の 方 々 に は 石 目に つ い て 多 くの こ と を ご教示 い た だ い

た。ま た，広島大学名誉教授小 島丈兒先 生 に は 偏光顕微鏡

の 観察方法 につ い て 懇切 な ご指導をい た だ い た。更 に ， 徳

山高専技官山本秀喜氏 に は実験 と資料 の 整理 で 協力 をお 願

い した 。 記 して 謝意を表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｛原稿受理 　1986．1．6）
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