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1， は じ め に

　岩石 や地層 は褶曲や 断層 な どの 変形作用 を受 け て ，周化

し た り，ま た 時 に は 逆 に 劣 化 す る こ とが あ る c 岩 石 の 固 さ

や緻密 さ の 度合 は，一
般 に は 変形 の 際 に どの 位 の 大 き さ の

封圧 （埋没深度 十 構造圧） を受けた か に よ っ て 左右され る

か ら，同 じ よ うな岩質の 地 層 が卓越 し て い る揚合 に は ，固

い 岩盤 は 下部 の 地層 が分布す る背斜軸部 に存在す る こ とに

な る 。 岩盤 の 良し悪 し と地質搆造 とは こ の よ うに 密接 な関

係 が ある か ら， 岩盤 の 調査 に 当た っ て は断層 や破砕帯 に よ

る 局所的 な 劣化条件 を調 べ る ば か りで な く，広 域的な 地質

構造 の 把握 が必要 な こ と もあ る。

　目本列島 は 中生代 の 三 畳紀以来，新生代 の鮮新統 ま で の

問に少 な く と も 5 回 の 褶曲運動を受けて そ の 背骨 が で きあ

が っ て お り，
い わ ゆ る中 ・古 坐 層 の 基 盤岩 の 露 出 して い る

地域 で は， ほ とん ど の 所 で こ の よ うな 褶曲作用 の 影響 を受

けて い る と い っ て 良 い。こ の よ うな 地 域 で ダム サ イ トを選

定す る よ うな 場合 に は，ダ イ サ イ ト予定地域 の 地層や 岩質

を詳 し く調べ る の み で な く，そ こ を中心 とす る広域の 褶曲

構造 を耙握す る こ とに よ D，よ り効果的 に良 い 岩 盤 の 地 域

を選定す る こ と が で きる場合 もあ る
7）。変形 の 様式や地質

構造 が 複雜な た め に，当該サイ ト近傍 の地質 の み で は十分

に 理解で き な い 場合に も， 広域 の 地質構造 が わ か れ ば解明

で き る こ と も あ る 。 岩盤 の 良 し悪 しを考 える蜴合に は ， こ

の よ うに，局所的 な構造要素ばか りで な く， 広 域的地質構

造 も考 え る必要 が ある 。 以下 に地質構造 との 関連 に お い て ，

岩盤 の 性質 を考 え て 見 よ う、

2．　 褶曲作用と岩盤の固化

　褶曲作用 の 原因 とな る 外力 は，プ レ
ー

トテ ク トニ ク ス の

考 え方 で 説明 され る よ うに，太平洋側 か ら目本列島の 下 に

プ レ
ー

トが もぐ り込 む カ で ある と考えられ るが ， そ の よ う

な根源 的 な 外力 は さて 置 い て ， 岩石 が 褶曲作用 の 変形 を受

け て い る揚合に は ， そ の tt石 が埋 没 して い た所 の 深 さ の 埋

没 圧 と，それ に数倍 の 水平的な構造圧 と を受 けて い た こ と

に な る。こ の 衣平的 な 構造圧 ま た は 偏差応力 の 大きさに よ

っ て 岩石や地層 の 変形 が 生ず る が，岩石 は そ の 全圧 力 （封

圧） の 大 きさ に 応 じ て 圧密 を受 け，そ の 空隙比が減小 し，

孝
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か さ の 減小分だ け密度が大 きくな る。こ の 場合 石 英 や 長 石

など，岩 石 を構成して い る鉱物粒子 そ の もの の 密度 に は 変

化 は ない 。しか し， 封圧 と温度とがある程度以上 に 大き く

な っ た揚合に は ， そ の 圧力 ・
温度条件と調和的な新 しい 相

の 鉱物組合わ せ が生 じ て ，
い わ ゆ る変成岩 と な る 。 こ の よ

うな場合に は 原岩 に比 し て ，岩石 そ の も の の 密度が大 き く

な り，岩石 は緻密 に なる。し か し同 じ 大 きさ の 封圧 の 場合

に も，搆造圧 が著 し く大 きい 場合 に は ，変形 が生 じ，構成

粒 子 の 回 転 や 流動 に よ る 片理 を生 じ，岩石 は割 れ や す く な

っ た りは げ やす くな っ た りする こ ともあ る。

　 2，1　褶曲帯 に お け る 変形 様式 の 変化

　褶曲帯は ， 厚 さ数キ ロ メ
ートル に 及ぶ 堆積層 が 側方 か ら

の 構造圧 を受 けて 固化 し た 地域 を指すが，褶 曲に よ り堆積

の 側 方 の 幅 が縮少 し
， 地層の 厚さは 拡大され た と思 わ れ る。

こ の 場合，変形時の 埋 没深度に よ っ て変形 の 様式 が変化す

る の で ，一
つ の 褶曲帯の 中 で は深度 の 浅 い 地層か ら深 い 地

層 に か けて，褶曲 の 形 は 次 の よ うに 変化 す る
1）・2）・3）

。

　地表 か ら2〜3km 程度 の 浅 い 地層 で は，層理面 に沿 うず

れ やナベ リが卓越 し，同心 円状の 円 弧 を重 ね た よ うな 曲げ

盈壟が形成され る 。 こ の 下 の 2〜7km の 深 さの 中深度 の 地

層 で は ，封圧 が増加す る こ と に よ り，水平方向の 偏圧 に よ

り， 地 層面 とは 斜交す る 方向 の せ ん 断面 が で き，そ れ を も

と に して 発達 し た，軸面 に ほ ぼ平行な細 か い 割れ 目 （ス レ

ート劈開） が発達 し，非対称 の 形 の せ ん 断褶 曲 が形 成 さ れ

る。こ の 中深 度 で は ， また ，
レ ン ズ 褶曲とい わ れ る やや異

なっ た変形 が発達する こ と が あ る 。 こ こ で は割れ 目は ス レ

ー
ト劈 開 の よ うに 細か く平行な 規則的割れ 目で は な く，

一

組の 斜交する 共役の 割れ 目 （せ ん 断面） が 発達 し ， そ れ に

よ り， 断面 で は レ ン ズ状 の 形 の 岩体 を重 ねた よ うに 見え る。

こ の 変形 は 西南 日本外帯 の 秩父 帯や 四 万 十帯 で 良く見 られ

る 。 褶曲 の 形 は せ ん 断褶曲 の よ うに非対称 で あ る が ， 形状

は同形 で は なく，同心 円状褶曲 に 近 い 。レ ン ズ褶曲の 楊合

に は ，典型的 な せ ん 断褶曲の 場合 に 比 べ て側方 か らの 構造

圧 が 大 きい と考え られ ， した が っ て ， よ り激 し く， 変形速

度 の よ り大 き な変形様式 を代表 して い る と思 われ る
2）・3 ）。

しか し， 地層 と斜交 し， 褶曲軸面 に平行また は そ れ に近 い

割れ 目を伴 う変形 と い う意味 で は，せ ん 断褶曲 と同 じ よ う

に 中深度を代表す る 褶曲様式 で あ る
3）。

　 さ らに 封圧 の 大 きい ，深 度 7〜8km よ り下部で は ， 粒 子

1
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の 流動 に よ る 変形 が 卓越 し，上 の 二 っ の 様式 の 褶曲 とは異

な り，波長 に比 べ 波高 の 著 し く大 きい 流 れ 褶曲が形成され

る。圧 力 。温 度 の 条件 が 変成帯 の 領域 に 達 して い る場合が

多 く，岩 石 は結晶片岩 に な っ て い る こ とが多い 。

　 こ の よ うな褶曲帯 の 上 か ら下 へ の 褶曲様式 の 段階的変化

の 重 な りを構造階層 と して 表現す る が，こ の 構造階層 の 違

い は ， 主 と して 埋 没 深度 や 温 度等 の 条件 の 違 い に よ る ，変

形 の 流動性 の 違 い 等に よ っ て 生 じ た も の で あ るが， 1 回 の

同時 の 褶曲運 動 に よ っ て 生 じた も の で あ る 。 した が っ て 同

じ
一

つ の 褶曲帯 の 中で ， 背斜部 の 下 の 地 層 の 露出す る 地 域

に は 流れ 褶曲 が，また ， 向斜部 の 上 の 地層 の 露出す る地域

で は 曲げ褶曲 が 発達 す る こ と が あ る。こ の よ うな具体的な

漸移関係は 日本の 牡鹿半島や外帯の 褶曲構造の 解析 に よ っ

て は じめ て 明 らか に され た事柄で あ り
i）

，　 ドイ ツ の バ リス

カ ン や ア ル プ ス の 褶曲帯 で も 同 じ よ うな階層 が あ る こ と が

明 らか に され た
2〕。

　 2，2　褶曲帯 の 構造階層と岩盤 の 固化

　褶 曲帯の 構造階層 と い え ば，大変に 規模の 大 き な事 で あ

り， ダム サ イ トや構造物 の 基礎等 とい う具体的な小 さ な箇

所 の 岩盤 とは
一

見無縁で 迂遠な 話 に 聞 こ え る か も知れ な い
。

し か し， 岩盤 が どの 程度固化 して い る か，また そ こ に どの

よ うな割れ目が 発達 し ， 更 に ， そ の 岩盤 が方向 に よりどの

よ うに耐 久度が異 な る か （異方性）等，土木工 事 に とっ て

の 重要な要素 は，い ずれ も構造階層 との か か わ りがあ り，

当該サ イ トの 岩層が ど の よ うな構造階層の 変形様式 を受 け

ヤ い る か を解析す る こ とに よ っ て ， こ れ らが一度に解明さ

れ る場 合 が 多い
7）。

　 褶曲に伴 う器石 固化の 度合は ， 岩石 の 密度 に よ っ て 知 る

こ と がで き る が ， 密度変化 は弾性波 の 変化 とも調和的 で あ

り，岩盤 の 特性 を示す最 も基 本 的 な物 理 量 で あ る。こ こ で

は ど こ に で もあ る砂岩 の 密度変化 に っ い て考え て 見 よ う。

砂 岩 は普遍 的 に 分布 し て お り，ま た 密度 の 測定も容易 で あ

る 。 ま た ， 砂岩 の 密度 は変化 しや す い の で ，密度変化 と褶

曲帯中の 深 さと の 対応 がつ け ば，砂砦 の 密度 をス タ ン ダー

ドに して ， そ の 付近 の 砂 岩 試 料 の 密度 に よ り，そ の 付近 の

岩盤全体 の 性質を知 る手 が か bが得 られ る 。

　 砂 は海，河川，扇状地，湖，砂漠等あ らゆ る環境で 堆積

し て い る。海岸 な ど の 未固化 の 砂 で は全体積の 112 程度 ま

で が空隙 で あ る。そ の 密度 は ，し た が っ て 1．3〜1．591cm3

で あ る。こ の 砂 が 地下 1〜2km 程度 に 埋没 され，圧密を受

け る と空 隙 は 113 と な り，密度 は 1．8〜2・09 ！cm3 とな る 。

砂岩層 は ， 襴曲を受 け る ま で は，こ の 程度 の 密度を有 し て

い た と思 わ れ る。こ れ らが一度褶曲 を受 け る と，中深度 の

階層で は，密度 は 埋没深度や変形様式 に よ っ て も異 な る が

2．4〜2．791cm3 位 に な る 。

　 せ ん 断褶 曲の 場合 に は，砂 の 粒子 の 長軸が褶曲軸面 と平

行 に な る よ うに 配列換 え を行 う。埋没深度 が 約 7km 程度で ，

配 列換 え が完全 に な る と，空隙 は な くな り，密度 は 2．791

ワ一

cm3 に なる 。そ の 中間 で は，褶 曲軸部 で配列換えが 最 も進

み，密度は最大 （2．659 ！cm3 ） に な る
。

こ の 褶曲で は密度

は 翼部に 向か い 小 さ くな り， 背斜軸と隣の 向斜軸 との 中間

で 最小 （2．491cma）に な る
1）
。曲げ褶曲の 場合，一

つ の 褶

曲層 で は ， 外側部 で は 翼部 よ り軸部 の 密度 が小 さく，逆 に ，

内側層 で は 軸部 の 方が密度 が大 きい 。ま た 中間層 で は 密度

の 変化 は な い 。 レ ン ズ 褶 曲 で は，密 度変化 はせ ん 断褶 曲 の

浅 い 型の 変化 と似 て い る 。 しか し粒子 の 配列 の し方 ぱ ， 軸

部で も完 全 な平行配列 に は な ら な い で ，砂 の 粒 子 は衝突 に

よ り貫入 し て 凹 凸接触 とな っ た り， 粒子 の 結晶 に ひ ずみ を

生 じ， 波状消光を示 した り， ゆ がむ こ と もあ る。こ の 場合

空隙 は 全 く無 く な る こ と は な く， 密度 は 2．6791cm3 以上

に は な らない
2）。

　深部階層 の 結晶片岩で は ， 封圧 の 大き さに よ っ て 異な る

が
， ふ つ うの 緑色片岩 の 程度の 変成度 で は ， 石英や長石 は

変化 し な い か ら， 砂岩や礫岩源 の 結晶片岩 で は，粒子や礫

が延 び た り偏平 に な り強 い 変形 は 受 け て い る が，密度 は

2・7191cm3 程度に しか な らな い 。 しか し 高圧力条件 で の

変成岩 で は ，例 え ば長石 が ヒ ス イ
ー
石英相 に変化す る よ う

な青色片岩相 の 場合 に は砂岩源 の 変成岩 の 密度 は 2．9〜3．1

91cmS 位 の こ と もある。カ リフ オ ル ニ ァ の フ ラ ン シ ス カ ン

帯 の パ チ ェ コ 峠 の 露頭 で は，花 崗岩礫 の 組織 が そ の ま ま 残

っ て お り， 形 も ほ と ん ど変化 して い な い よ うに 見 え ，
つ ま

りほ とん ど変形を受 け て い な い が，鉱物相は ヒ ス イ ー
石英

相 に変 わ っ て お り，密度が 3ほ g ！crn3 で あ っ た。変形作 用

と変成作用 と の 違 い をは っ きり示す好例 で あ る。

　 Z3 割れ 目の 発達 と構造階層

　地層や岩石 に は ， 褶曲作用 に 伴い ，割れ 目や片理 が 形成

され る 。

一般 に ， 深部階層で ゆ っ く り と変形 した揚合 に は，

粒子 の 流動 に伴 う片理面 は 発達 して い て も， 面は密着 し て

い る の で 均質性 が保 た れ る 。
せ ん 断褶曲 の 階層 の ス レ ート

劈開 の 場合，ス レ
ートの 試料 で は ， 弾性波伝幡 の 速度や 強

度に異 方性 が あ る。 ス レ
ー

ト劈 開 と 平行 の 方向で は 6・5〜

5．5km ！s の 速度が測定 され る が， これ に 垂直な方向 で は

4．5〜4．Okm ／s で あ る。 こ の よ うな サ ン プ ル で は 劈開に 平

行 な 方向 に割 れ や す い が ， 新鮮岩盤 で は 非常に緻密 か つ 均

質で ある 。 ス レ
ート劈開 は イライ ト等 の 微小粘土鉱物が平

行 に 配 列 し て 生 じ て い る。新鮮岩 で は こ の 劈開面 は密着し

て い る が ， 風 化 を受 け る と 地下水 が通 りや す くな り ， そ の

部分が溶脱を受け て 割れ 目が開き，異方性 が 強ま る と共 に ，

垂 直方向 で の 強 度は 著 し く低下 す る 。斜 面 ク リ
ープ が起 こ

る と か ぎ形 に折 れ 曲が る 。

　 同 じ 中深度階層 の レ ン ズ褶曲の 場合に は ， 砂岩が菱形 ま

た は レ ン ズ状破砕岩 の 集積 の よ うに な る の で ， 個々 の レ ン

ズ の試料 と して は緻密で も， 岩盤 と して は割 れ 目の た め に

異方性が強 い 。こ の 揚合 で も深部 の 地層，した が っ て背斜

軸部な ど ，
で は粒子 の 流動に よ り，破断 の 割れ 目が接着 さ

れ る 効果 を 示 す の で，岩盤 は 良 くな る。こ の よ うな地域 で

土 と基礎，35− 3 （350）
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は 背斜軸部 の 発 見 が重 要 で あ る。

　窃げ襴曲が卓越 す る鱗合 ， 層瑠 面 に 沿 うずべ りが あ 笋，

そ の 割れ 目， した が っ て 層理 面等が小問隔 で あ る と 岩盤 に

は すべ り面 が 多 くな り状態 は 悪 い o 同心円状褶曲で は，外

測 は 広 く噛率 の 大きい 褶醜で 割れ 目も少な い ぶ，内側 ほ ど

曲 率 は 小 さくな り，軸部 で は 尖 っ た く さび状禰 曲 と な る。

し た が っ て
，

こ の 褶麟層の 上 の 方で は広 い 箱型背斜摺 臨 と

尖 r ）た くさび状向斜が水平 に 並ぶ こ とに な る σ

一
方，褶珀

層 の 下 の 部分 で は 逆 に 広 い 箱型背斜 の 下 が 尖 り背斜 と な り，

尖揖 薄斜 の 下 が広 い 舟底型向斜 とな る。また，中間部で は

ど t で も地層 は 急斜 し て い る こ とに な る 。 こ の よ うな所 を

調査 しで い る と ， 尖っ た背斜や向斜軸部は 地層 の じ ょ う乱

も灘 し く， 断履皷鉾帯と間違え てい る揚合 も多 い 。 同心円

状褪曲 で は ，一
つ の 褶曲に参加す る 地層の 厚 さ は そ の 襴曲

の 波長 に よ っ て きま 6 ，，すなわ ち，一
つ の 襴曲 に 参加 して

い る 地層の 厚 さは 1波長，また はそ れ よ りや や 大きい く ら

い で あ る 。 こ の 上 と下 とで は ま た別 の 褶曲層が形成され，

ほ ぼ一
定 の 厚 さ ご と に ， 規剿 的 に裾曲層 が 繰返 し，褶麟層

一
平 行層

一
褶 曲層 と い うよ うに 重な っ て い る こ と が 多 い。

こ の よ うに建物 の 階層 を重 ね た よ うな構造 の た め 二 階建摺

懸とい う
4｝。 黶状 チ ャ

ー
トや縞状の 凝灰岩層 の 霽鎖で は こ

の よ うな擢 曲を良く見 る が， こ の 二 階建 の 階層 間 に は 平行

層 が な くす べ り帯が挟在す る こ とが多い
。 こ の す べ り帯も

破蕪馨 と見 な さ れ る こ とが多い が，こ れ は そ の 褶曲鬢の 包

絡面 ま た は褶曲波面を衰 し て お り，大 きな 構造 を知 る 上 で

車要 で あ る。ダム 等 の 基盤調査 では，こ の よ うな水平 の す

べ P帯 が特に闘題 とな る場合が あ り，大きな構造 の 把握が

必要 とな る 。

　 こ の よ うに ， 褶遜層 の 割れ 目等 の 構造要索 は 摺蘭階騾 と

も齋接な関連性 をもち，か つ ，岩盤 の 性状，特 に強度や ，

支持岩盤 と して の 耐久力 の 異方性 に大 きな 影響を与え る の

で ， こ れ ら の 解析 は非常に 重要 で ある e

3．　 断層 ， 破砕帯と岩盤の劣化

　断層や破砕帯 が あ る と，岩盤 は 劣化 して い る の で 注意 が

必 要で あ る が ， そ の 変形 の し 方 は 前述 の 褶酸帯 の 構造階層

と類似して お り，封圧 の 大 きい 深部 で は粒 子 の 細 か い 流動

が率 越 し，封 圧 の 小 さい 地蓑付近 で は破 断 の 割れ 目が 多 い 。

　大 きな断層帯で は ， 深部で 形成され た 部分 に は ミ ロ ナ イ

トの よ うな圧砕 ・流動組織が発達し，非常 に繖密か っ 堅牢

で あ る。中深 魔 で は断層面 の 両側に 引きず り構造 が あ り，

引 きず られ た地層や岩石 に は，褶曲の 中深度階層 と溺 じよ

うな粒子 の 配列換 え が 見 られ る。また，ス レ
ー1・ 劈開様 の

割れ 目が発達す る こ と もあ る
。 封圧 が 大 き い 揚合 に は，断

屡面沿 い の ずれ は あ っ て も， 面 は密着 して い て ， 岩盤 へ の

影覊iは ほ とん ど な い と考え て 良い
。

　断層が浅 い 所 で 形成 さ れ る と， 封圧 が小 さ い た め に，せ

ん 断面や展 張割れ 目力欄 き， また ， こ の ような小 さな罰 れ
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目が 密 に分布 す る， い わ ゆ る 破砕帯で は 岩盤劣化 が 著 し

い。ふ つ うに い う断廏粘土 は 断層面 に挾荘す る緇粒 の 部分

を指すが，後の 熱水 等 の 影響 を受 け て い な い 所 で は，粘土

鉱物 は ほ と ん ど含ま れ て い な い
。 xeelN折 で は 大部分hgft

石や 贋英の 粉末で あ り，断層面沿 い の 砂岩等 が 磨滅 され て

で き た も の で あ る。こ の 状態 で は こ の 細粒部 は す べ る こ と

は な い が ， こ の よ うな割れ 印 ま熱水 等の 通路 と な りや す い

の で ， そ の 熱水 の 作用 に よ り粘土 が で きる と，こ の 部分が

すべ りや す くな る。

　 フ t ッ サ マ グナ や フ ィ リ ピ ン 漸層 ， ボ ル ネオ の キ ナ バ ル

断層等の 100k 皿 〜500　km の 変位を もつ よ うな大規模 な横

ずれ 断層帯 で は，古期 に 形成 され た と思われ る 深 い 断層 か

ら， い わ ゆ る活断層 の 萩 し く勲 い た 面 まで，種 々 の 畿層の

断層帯 を観察す る こ とが で き る
5）。 形 成 され た 時期が古 い

ほ ど，浸食さ れ る量 も多くな る の で，一・・maに ， 深 い 変形を

示す断層 は 古期 に形成され た と考え られ ， 逆に 浅 い 変形 は

新期 の 動 きを示 し て い る こ と に な る。

　断履 は 線 ま た ほ リニ ア メ ン トと して とらえ られ る こ とが

多 い が，横 ず れ 断 層 は 広域的 な 広 が りを 有す る ブ 卩 ッ ク の

面 的変形と して と らえ られ る べ き で あ る
。 変位量 の 大きい

，

数少ない 断溜 に よ っ て地域蛉 な ひ ずみ が解消され て い る揚

合 もあ る が，小 さ な共役 の 断層群 が 「餅網状」 に 面的 に 広

く分布 し，せ ん 断面 と して の 断層 の ほ か ， 展張制れ 目も形

成 され．ひ ずみ が岩盤全体 に 面的 に及 ん で い る こ とも多 い

か らで あ る。こ の こ とは 1974年 と78年 の 2 回 の 伊豆半島付

近 の 地震や 19ア8年の 北イ タ リア ・プ リ ウ リの 地震 の 際 の 小

断髏 の 分布域 や ， 被害 の 大 きい ，い わ ゆ る 震源域 で の 光波

測 量 の 測寔結果 か ら も瞬 らか で あ る
5］

。

　 こ の よ うな 面的広が りを もつ 断蕩帯 で は ， 基盤岩が モ ザ

イ ク 状の ブ ロ ッ ク に な ワ て い る こ と が あ る。フ ォ ッ サ マ グ

ナ は 水平 の 変位量 が 10  　kin 以上もある 大きな 横ずれ 断驪

と考え られ る が，こ こ で は 断層慮側 の 引きず り帯の 幅も60

knユ に 及 ん で い て ， 四 万 十 帯 や 瀬戸 川 帯 の 綱曲軸 が 弓 な り

に そ っ て 曲 っ て い る こ とか ら も ， 引 き ず り帯 に小 さ な割 れ

目が た くさん 入 っ て い る こ と が わ か る e1976 年 や 1978年 の

地震を生 じ た伊豆半島 は 東側 の 引 きず り帯 の 中に 入 っ て い

る モ ザイ ク状岩盤 の 龜域 で あ る。ボ ル ネオ の キ ナ バ ル 断簷

は変位量 200〜300km の 大横ず れ 断 層 で あ る が ， こ こ で は

引ず り帯 の 幅 は 100　km 以 上 に も及 び ， 全 域 に 細 か い 割れ

目が入 P，断層帯全体がせ ん 断褶 曲状にずれ動い て い る よ

うに 見 え る。

　
一
方，岐阜県 の 根尾谷断層 は 水平変位 が 5kra 程慶 の 横

ずれ断層 で あ る が，こ の 断屠 の 両側 に は引きずり帯 は な く，

断層帯そ の も の の 幅もせ まい 。濃尾地震 の よ うな 大 地震 の

揚合で も T
一度の 地震 に よ る変位量 は せ い ぜ い 数メートル

で ある か ら，こ の 断層の 5km の 変位 と な る に は ， 濃尾地

震 の よ うな大地震 が 1 ◎00回以 上 繰返 して い た 二 と に な る。

同 じ 断層面沿 い に ， 弾性反発的 に変勸 した と考え ら才しる 。

3
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こ の 場合断層面の 両側 の ブ ロ ッ ク は 大きな一
枚板的な堅 牢

な 岩盤 か ら成 っ て い る と考 え られ る 。断層を は さむ 両側で ，

中 ・古生層 の 褶曲軸は 直線的か っ 平行で あ り，引 きず り帯

が な い の が特徴的で あ る。

　こ の よ う に して 考え る と，一
見不規則 に 見 え る 断層破砕

帯等 で も， 封圧 の 違 い に よ る変形様式 の 違 い が あ り，そ れ

ら を解析 して ゆくと ， 割れ 目の 発達の し方 は非常に規則的

で あ る。

　岩盤 は 褶曲や 断層運動 な ど の 変形 を受けて 劉化 した り，

ま た劣化す る こ と もあ る。そ の tt盤 が どの よ うな 変形 の 過

程 を 経 て 現在 に 至 っ て い る か は，そ の 地域 の 地質構造 の 解

析 に よ っ て 明 らか とな る 。 ダ ム や構造物の 基礎 の 岩盤 を調

査 す る と きに は ，当該 の せ ま い 範囲 の 地質や 構造 だ け で は

変形 の 経緯 ま で は わ か らな い こ とが多い ．こ の よ うな場 合

で も，周辺 の 広域 の 地質構造 の 解析 に よ っ て 当該 の 地 域 の

岩 盤 が 解 明 され る こ と も多 い。広域的 な 調査 の 必 要性 を強

調 し ， 擱筆す る。
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