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1。　 ま え が き

　建設工 事か らみた 中国地方の 土質と基礎 の 特徴は ，

　（1） 山岳部か ら 丘陵部に わ た っ て 広 く分布す る花

　　崗岩 とそ の 風化残積土で あ るま さ土 ，

　  　瀬戸内海沿岸 の 沖積平野 に堆積 し て い る軟弱

　　粘土層 ，

　  　山陰地方 ， 特 に鳥取砂丘 で 代表 され る 砂地盤

　　 とそ の 背後地 の 有機分 を含む軟弱 粘土層 ，

　（4） 丘 陵部に分布す る第三紀層地帯 に お け る地す

　　 べ りと中央盆地を中心 とす る地域 に分布する 変

　　成作用を受けた岩盤 （斜面）にお ける切土 ， ト

　　 ン ネル 工 事 ，

　  　大山 の 噴火活動等 によ っ て 生 成 され た 大山 ロ

　　ーム 地盤 秋吉台に代表 され る石 灰岩地帯や鉱

　　物資源採掘の 対 象とな っ た 山岳部で の 切土 や ト

　　 ン ネ ル 工 事と環境 ア セ ス メ ン ト，

　  　沖積粘土層の 下位に堆積 して い る砂礫層中の

　　被圧地下水 ，

な ど で あ る。

　上 記 の よ うに ， 中国地方の地盤 とそ こ で 実施 され

る 工 事が抱 え て い る土質工学上 の 問題 は ，

一
部の 特

例を除い た 日本各地域の 地盤が有 し て い る事例の ほ

ぼす べ て に わ た る と い っ て 過言 で は な い よ うで あ る 。

　さて
， 中国地方の 地形 ， 地質特性や各県 の 地盤特

性に っ い て は別稿 に詳 し く紹介 され る の で
， 本文 で

は，筆者 の 経験か ら，中国地方 で 既に実施 され た建

設工 事例に基づ い て ， 失敗例を中心 に そ こ で 提示 さ

れ た い くっ か の土質工 学的 な問題 に つ い て概要 を紹

介す る。特 に，ま さ土 の 盛土地盤 の 浸水沈 下 ， 沖積

粘土 地盤 の 沈 下 ， 地下水揚水 と酸欠問題 ， トン ネ ル
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掘削と環境ア セ ス メ ン ト， 大規模地す べ り等に つ い

て 述 べ る。事故や失敗 は避 けね ば な らな い の は当然

であ るが， そ うした事例は土 質 ， 地盤特性 を把握す

る上で も貴重 な情報を提供 し て い る と考 え られ る
。

2，　 まさ土 の 盛土 地盤 と浸水 沈下

　 中国地方の 地 質特性 の
一

つ は ， 近畿 ， 四 国地方 と

と もに 花崗岩地帯 の 占め る割 合が非常に 高 く，全面

積 の 20〜30％に も及 ぶ こ とで あ る 。 ちなみ に ， 瀬戸

大橋 （岡山 〜 坂出ル ー ト）の 基礎岩盤は す べ て 花崗

岩で あ り
1）， 山陽新幹線 ，山陽 自動車道 の トン ネル

も花崗岩盤中に数多く施 工 され ， また多 くの 造成地

で は ま さ土が使用 され て い る 。 し た が っ て花崗岩 ，

ま さ土に関す る土 質工学上 の 問題は少 なくない
。

　2．1 不 同沈下 による H 社屋の倒壊例

　 1982年か ら1984年に か けて ， 岡山 県 南 の 標 高約

100m の 瀬戸 内面 と 呼 ば れ る 第 四 系更新統 の 丘 陵部

で 約2000 万 m3 の 切土盛土 の 大土工 を伴 う土地造成

が行われ た 。

　 こ の 堆積丘陵部で は花 崗岩 の 貫入 部分が あ り， そ

の 花崗岩を含む ま さ土 の 切土 と同材料 を谷部 へ 埋 め

立 て る 工 事 が行わ れ た 。 谷部の 埋立て深 さは約30m

に及び ， こ こ で 浸水沈下 が発生 した 。

　 こ の 花崗岩 と ま さ土 の 埋立地盤上に ， H 社 の 鉄筋

3 階建 て の 社屋 が布基礎 （マ ッ ト基礎） で 建造され

た が ， 建造直後か ら不 同沈下 が発生 し ， 数か 月で 社

屋は倒壊 に 至 っ た の で あ る。

　そ の 後 の ボ
ー

リ ン グ調 査等 の 結果 ，
G ．L ．− 10・一一

15皿 付近 に直径 30〜100cm の 転石 が 多数混入 され

て お り， そ の 直上部の 盛 土地 盤が非常に緩 い 状態 と

な っ て い る こ と が判明 し た 。 特 に図一 1 に 示 すよ う
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図
一1　 ま さ土造成地 で 発 生 し た H 社屋 の 不 同 沈 下 事

　 　 　 例

に調査用ボ
ー

リ ン グ孔 か ら の 注水 に よ り地盤 に急激

で 大 き な沈下 が認 め られ た 。 以上の 結果 ， 転石 の 混

入 に よ る締固め不足 と ， それ に起因す る浸水沈下が

生 じ た もの と判断 され た 2）
。 そ の 浸水沈下防止 の た

め には十分な締固め管理 が必 要で あ る こ とを教え て

い る
。

　2．2　山 岳空港 のため の高盛土の施工

　1984年〜1988年 に わ た っ て 標高約250 〜 300m の 山

岳 ， 丘 陵部 に新岡山空 港の建設が 行 わ れ ，2500 万

m3 の 切盛 土工 とま さ土 を含む厚 さ 60〜80m の 高盛

　　　　　　　 ＼ 、
場周冊

’
　　 51．857

　 　 丶

畿さ＼
瀏

　 　 　 　 　 1．n レ 、

土が施工 され た
a）

。 こ こ で は ， 特 に 地下水位を上昇

させ な い た め の 地下 排水 に留意す る と と も に ， ゾー

ニ ン グ施工 と十分 な締固め施工 管理 が履行 され ，急

速高盛土施工 に成功 して い る 。 特 に 浸水沈下 に っ い

て は ， 大型浸水 コ ラ プ ス 試験 を行 い
， 将 来地下水面

が上昇 し て も浸水 に よ る沈下 が発生 しな い た めに必

要 な 締固め度を確認 し
， それ を満足す る締固 め密度

管理 が実施 された 。

　 1988年 〜 1992年に は 同様 に 山岳 空港で あ る新広 島

空港の 建設が始め られ て い る 。 こ こ で もま さ土地帯

が広 く分布 し て お り，浸水沈下 に つ い て も十分 な配

慮 がな され なけれ ば な らな い
。 特に空港建設 に あ た

っ て は ， 滑走路直下 に は 数多 くの 埋設物 が設置 され

る の で簡単に補修す る こ とが難 し く， 滑走路の 不同

沈 下は致命的 とも い え る失敗 とな る 。

　 2．3　集 中豪雨 災害

　集中豪雨に よ る 地盤災害は 中国地方 に 限 つ た 事象

で はな い が ， 前述 の よ うに 中国地方 は ま さ土地帯が

占め る割合が高 く， ま さ土斜面 の 崩壊の 事例が多 く

な る の は必然で あ る 。

　記憶に新 しい 最近 の 山陰地方 を中心 とす る集中豪

雨災害は ， 1982年 ， 1983年 に続 い て 1988年に も発 生

し，大きな被害を もた ら した 。 特に 1982年 7 月 の 集

中豪雨で は ， 島根県 を中心 に 700mm 以上 の 豪雨が

あ り ， 107名 の 人命が失わ れ た が ， そ の うち斜面崩

壊 に よ っ て 91名が亡 くな っ て い る の 。 こ うし た災害
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図
一 2　新岡山空港 （山岳空港） に お ける ゾーニ ン グ施 工 事 例
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直後に は突発 災害 の 調査 グル
ープ が組織され ， そ の

メ カ ニ ズ ム の解 明 と今後の 対策 に つ い て 研究がな さ

れ て い るが残され た課題 も少 な く な い
5）

。 1990〜

2000甲は こ うし た集中豪雨災害 を含 め 国際防災十年

（IDNDR ）と位置づ け られ， こ の 地 球上 か ら自然災

害を軽減させ る た め の 努力が払われ よ う と し て い

る
6）

。

3． 軟弱粘土 地盤の 沈下 と対策

　 中国地方 の 軟弱粘土地盤は瀬戸内海沿岸部の 沖積

平野に広 く分布 して い る 。 岡山一笠岡平野 ， 広島の

平野部な どが そ の 代表的 な もの で ある 。 こ れ らの 多

く は一
様に軟弱粘土層 が地表か ら10〜20m の 厚 さ で

覆わ れ ， そ の 下位に被圧 地下水 を有す る砂礫層が堆

積 し て い る。特 に 広島平野 の 場合に は，地表 か ら 5

〜10m が砂質土あ る い は砂質粘土で あ り， そ の 下位

に軟弱粘土層が堆積 し て い る
〒）。　 ま た 山陰地方 の 日

本海沿岸部で は，鳥取 の 砂丘 にみ られ るよ うに波浪

に よ っ て沿岸部 で は砂地盤 とな っ て い る が ， そ の 背

後地 で は同様に軟弱粘土地帯が形成され て い る 。

　3，1 錦海湾の 締切堤 の 事故

　 1957 年， 瀬戸内沿岸の 錦海湾の 軟弱粘土地盤上 に

施工 され て い た締切堤 の 破壊の 事故は 有名で あ る 。

　軟弱粘土地盤上 に築造 され て い た堤高約 7m の 盛

土が ほ ぼ完成 に近づ い た ときに ， 延長 400m にわた

っ て い わ ゆ る す べ り破壊 が発生 し た。当時 ， 初め て

サ ン ドド レ
ー

ン が 大規模に採用 され ， 施 工管理 が行

わ れ た 本格的な軟弱地盤工 事で あ り ，

一方土質工 学

が十 分な実績を持 っ て い なか っ た こ と， そ して 多 く

の 技術者が土質工 学 に 関心 を持 ち始め て い た頃 とあ

い ま っ て 多大 の 関心 を集 め る こ と と な っ た 。運輸省

の 故石井博士が中心 とな っ て そ の 原因究明 と復旧に

あ た っ た の で あ る
8）。

　そ の 後 ， 高速道路 の 建設 ， 新幹線の 建設 をは じめ ，

軟弱 地盤上 の埋立工 事等々 ， 国土開発 と整備 の た め

の ビ ッ グプ ロ ジ ェ ク トが実現に 移 され ， 数多 くの 軟

弱地盤対策 の 実績 も得 られ た 。 錦海湾で の 事故は ，

そ の 初期 の
一

つ の 大 き な出来事 で あ り，そ の 後 の 軟

弱地盤工 事に対 して い くつ か の 教訓 を残 した とい え

よ う。

　 3．2　軟弱地 盤上 の大 工 事

　 1960年こ ろ か ら全国的 に大規模な埋立工 事 が行わ

Mareh ，1ggo

総　　説

れ た。中国地方 で は 水 島工 業地帯の 埋立工 事が 行わ

れ ， 約 30km2 の 土地 が 造成 され た。さ らに 1976年

か らは広 島の 太 田川流域下水道西部浄化 セ ン タ
ー建

設 に伴 う地盤改良工 事 が網干 博士 らの 研究 グル
ープ

の 協力 を得て 実施 され た
9 ）

。

　 1983〜 1986年に は ，東洋
一

と い わ れ る早 島イ ン タ

ー
チ ェ ン ジ （山陽 自動車道一国道 2 号線

一国道30号

線）が軟弱地盤 地帯 に施工 され
10）

， また 1983〜1988

年に は ， 山 口県柳井 に お い て 超軟弱地盤 を克服 し て

中国電力の 柳井 発電所 の 造成工事が 完成 され て い

る
11）

。

　水 島工 業地帯 と太 田川流域下水道西部浄化 セ ン タ

ー
地域は 広面積 の 埋立 て と 盛土工 事 が 行わ れ た た

め ， 長期にわ た る 自重沈下が進行す る こ とが予想さ

れ た。そ の た め に水島工 業地帯で の 社屋等 の 杭基礎

に つ い て はネ ガテ ィ ブ フ リク シ ョ ン に対す る配慮が

な され て お り，ま た太 田川流域下水道西部浄化セ ン

ターの 場合に は ， 基本的に は浮基礎 とし，ネガ テ ィ

ブ フ リ ク シ ョ ン の 影響 をで きる だ け避け る努力が な

され て い る の が特徴で あ る 。 また柳井発電所造成 に

あた っ て は ， 急速施工 の ため ほ ぼ全面的に地盤改良

工 事が実施 され て い る 。

　 こ う し た軟弱地盤 を対象 と し た ビ ッ グプ ロ ジ ェ ク

トは ，
い くつ か の 新技術を生み ， また実践 に移 され

て 実績 とな り，さら に 多 くの 地盤情報を残す こ とと

な っ た 。 しか し軟弱地 盤 （特 に 自然堆積地盤） はそ

の 地域特有の 分布や性 質 を呈 する の で ，

一
般技術に

加 え て そ の 特性 を十分把握 し た 上で の対応 を図 らね

ば な らな い
。 すな わち 個の 問題 と して の 性格が強 く，i

そ の 地域，地点な ら び に そ の 状態で の情報 の収集に

努め る 必要性が強調 され ね ばな らな い 。

　瀬戸内海沿岸 の 比較 的浅 い 軟弱粘土層は
一
般に正

規圧 密粘土 で あ る が， 粘着力 に して 概ね， c
。
・＝1．5

〜 2．Otf／m2 ， （cu ／p）＝ 0．2〜O．25， 程度の もの が多

い
。

し たが っ て無処理 の 急速盛土施工 の場合 ， 破壊

に対する限界盛土 高は せ い ぜ い 4 〜 5m と考え て お

か な けれ ば な らな い 。 こ れ ま で 道路等の盛土 に お い

て 4 〜 5m の 盛土 を行 っ た と こ ろ で
， 何 ら か の 異状

が出現す る こ と が 多 く認 め られ て い る 。 さ らに詳 し

くは，宮原 が文献 12）で ま と め て い る。

　岡山地域 で は ， 十数年前か ら軟弱 地盤上 の 盛土 に

際 し て 地盤 の 支持力不足 が懸念 され た とき ， 土砂 に

5
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比 べ て 単位体積重量 の 小 さ い 水砕 ス ラグ （単位体積

重 量は 約 1．2tf／m3 ） を利用 し た 事例 が 多 い
t3）

。 最

近 ， 発 泡 ス チ ロ
ー

ル な ど軽量材 を軟弱 地盤上 の 盛土

に利用す る こ とが注 目され る よ う に な っ て い る が
，

そ の 先例で あ る と い うこ と が で き よ う。

4． 地下 水揚水 と地盤沈下

　東京 ， 大阪で 始ま っ た地 下水揚水 に よる広域地盤

沈 下は社会問題 と な り，地下水の 揚水規制に よ り現

在で は沈下 の 進行は停止 して い る 。 そ の 後 ， 名古屋

地域で発生 し た広域地盤沈下 も関係者の 努力で 沈静

化 し た
14）

。

　 こ うし た 地盤沈下 は さ ら に地方 へ 移 る危険性 が指

摘 され て は い た が ， 中国地方 で は鳥取市を中心 とす

る 地域 で 発生 して い る。最 も沈下 の 激 し い と き に は

年間数 cm とな り ， 観測が始め られ た 1974 年か らの

累計は 30cm に も達 し て い る
15）

。 関係者の 努力 で現

在沈静化の 方向に向か っ て は い るが，完全 に静止 と

い うとこ ろ ま で に は 至 っ て い な い
。

　4，1 建設工 事用 の 揚水 に起因する地盤沈下

　 地下水揚水 に起因す る地盤沈下は 建設工 事 にお け

る 地下水低下 （デ ィ
ープ ウ ェ ル 工 法等） に伴 っ て も

発生 し て い る 。 そ の よ うな 二 っ の 事例 を紹介し よ う。

　第
一
例は，1978年瀬戸 内海沿岸平野 に お ける T 焼

却場建設工事に伴 っ て 発生 した地盤 沈 下で あ る 。

　 地 表か ら約 10m ま で が沖積 ・軟弱粘土層で そ の 下

位 に透水性 の 大き い 被圧 帯水層 （砂礫層）が あ り，

そ の 地下水位 は ほ ぼ地表面で あ る 。 瀬戸 内海沿岸地

部の 典型的な地盤性状で あ る 。 T 焼却炉 を地下に設

置す るた め工 事 の 掘削深 さ は 10m 以上で 被圧帯水層

に達す る 。
こ こ で は 大き な 湧水が 予想 された の で デ

ィ
ープ ウ ェ ル 工 法に よ る地下水低下 が図 られ た 。 当

然 ， 地 下水低下 に よ る 圧 密沈下が予想 され た の で そ

の 予測が行わ れ て い た。 し か し現実 に発生 した地盤

沈下 の 進行は ，圧密試験 と圧 密計算か ら求め られ て

い た時間
一
沈 下量 よ り十数倍 の 早 さで あ っ た 。 そ の

た め 周辺 に 少 な か らず被害 を もた らす こ と と な っ

た 。 そ の 第
一

の 原 因は
一

様 な粘土 層 と考え て い た軟

弱層 に数多 くの 排水 シ ーム が介在 し た こ とが指摘 さ

れた。た また まそ の 近 くに杭基礎 で 支持 され た ア パ

ー トが建 っ て お り， 地盤沈下 の 察知直後にガ ス 管の

チ ェ ッ クが行わ れ たの は賢明で あ っ た。ア パ ー
トは

6

G ．L．− 10m 以深 の 砂礫層 ま で の 杭基礎で支持 され て

い る の で沈下は し な い 。

一方 ， ガ ス 主管は軟弱粘土

層中 に埋設 され て い る の で沈 下す る 。 す なわ ち ライ

ザ
ーパ イ プ に は 大 きな引張 りカが働 き切断 の 危険性

が あ っ た か ら で あ る
。 反省事項 と し て

， 揚水 ポ ン プ

稼動 と同時に周辺 の 沈 下観測 を し て おれ ばディ
ープ

ウェ ル を停止 す る な りの 早期対応が可能で あっ た。

　第二 の 事例は ， 1980年山陰地方にお ける広域下水

道建設 の た め の トン ネル 工 事 で 地盤沈下が発生 し た。

岩盤中 の 山岳 トン ネ ル か ら平 野部の 沖積砂層 （帯水

層） へ 出た とき ， 切羽か ら大量の 湧水 が発生 し ， 切

羽 の 自立 が難し くな っ た 。 地 下水圧 がある程度減少

する ま で そ の 湧水 を許 し続 けた結果 ， 地下 水低下 に

よ る 地 盤沈下が 発生 し た 。 沈 下量 は数 cm か ら十数

c 皿 と小 さい もの で あ っ た が ， た また ま近 くに精密

機械工 場が あ り不 同沈下 の 障 害が大 きな問題 と な っ

た の で ある 。

　 4．2　地下水低下 と酸欠事故

　1988年 ， 中国地方の 中央山 岳部 の A ゴ ル フ 場建設

工事現場に お い て 酸欠事故が 発生 し ， 3 名が死亡 ，

1 名が傷害 を受 け る とい う事件が あ っ た 。

　現地 の 状況は 図
一 3（a ）に 示 す よ うに ， 谷部に あ

る既設 の 井戸が盛土下 に没す る た め， コ ン ク リ
ー

ト

ピ ッ トを造 っ て 地下 水揚水 を行 っ て い た 。
ピ ッ ト内

に設置され たポン プ調 節用バ ル ブ操作 の た め こ の 中

に入 っ た 4 名が次々 と倒れ死 傷事故 と な っ た の で あ

る 。

　そ の原 因を調査 し た と こ ろ ， 地盤は古成層 の 三郡

変成岩 とそ の 風 化帯で あ り ， 地 層内に は 2価鉄 Fe ＋ 2

が多量 に含有 され て い た （昔 ， 近 くで 鉄 の 採集が 行

わ れ た とい う話も あ る）。 地 下水揚水 に よ る 地下水

低下 に よ り ， 水面下 の 2 価鉄 を含む 層が水面上に 出

て 酸化 され ， 3 価鉄 Fe ＋ 3
に 変 わ る ときに 間隙中の

酸素 を消費 した 。 ピ ッ ト周辺 に ゴ ル フ コ
ー

ス 造成 の

た め の 高盛土が行わ れ ，地盤 は圧縮 され ， 酸欠状態

とな っ た間隙中の 空 気が井戸管の 側面に沿 っ て 上昇

しピ ッ ト内に流れ込 ん だ もの と考え られ る 。
ピ ッ ト

内 の 空気の 測定の 結果 ， 図
一 3（b ）に 示 す よ うに

30m3 の ピ ッ ト内 の 空 気は 数 十分 で致死 レ ベ ル の 酸

欠状態に 至 る こ と が判明 し た 。

　通常の 空気には約20％の 酸素が含まれ て い る 。
こ

の酸素の割 合が 16％ に 低下すれ ば人体 に異状 が発生

土 と基 礎，38− 3 （386）

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

総 　 　巍

（a ）地下水揚水と霊土の現地状況
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図一 3　 A ゴ ル フ 場建設現場 に お け る 酸欠事故例

し ， 10％ になる と死 に至 る とい わ れ て い る。死 因 は

シ ョ ッ ク死 とな る。また 2 価鉄 を多量 に含ん だ土塊

1me が酸化す る こ とに よ っ て約 ユ0〜20　m3 の 空気 が

酸欠状態 に な る と い わ れ て い る
1S）

。 最近 ， 酸欠状態

を キ ャ ッ チ す る小型 の セ ン サ
ー

が開発 され て お り ，

こ う し た事故 に 至 らぬ 注意 が必要 で あ る 。

　4．3　 トン ネ ル 工 事 と地下水環 境ア セ ス メ ン ト

　 トン ネ ル 掘 削に よ る地下水 の 湧出 は ， トン ネ ル 工

事を難 し くす る ばか りで な く周辺 の 地下水環境 に 大

きな影響を与 え る こ とが あ る 。 こ の 種 の 問題 は最近

特に注 目され ， 危険 が予 想され る場合に は そ の影響

調査 が行 わ れ る よ うに な っ て きた 。

　中国地方の トン ネ ル 工事等で もい くつ か の 調査 が

行わ れ （例 えば ， 山陽 自動車道の 苅閉 トン ネ ル ）， 対

策 を講 じ られ て き た こ ともあ り，幸 い に し て 大湧水

や地下水の 枯渇 と い っ た事故に 至 っ た ケ
ー

ス は ほ と

ん どな い 。一般的 に い っ て ，中国地方で は ， 四 国地

方に み られ る よ うな 大破砕帯は少 な く，ま た 花崩岩

中 の 湧水等 も六 甲山の よ うな大量 の もの はみ られ な

い。

　た だ， 以前 に銅 山 と し て の採掘が行 われ て い た山

岳部に山陽 自動車道の た め の トン ネ ル を掘 る に あた

っ て ， 湧水や掘 削土中に有害 とされ る 重金属 が含有

され る ケ
ー

ス が あ っ た （例え ば ， 金田 ト ン ネ ル ）。

湧水や掘削土 ， 切土部か ら の 溶出水に つ い て 調査 が

行わ れ ，水処理 と掘削土処理 に つ い て 対策が講 じら

れ た
17）

。 また ， ろ う石 を産鑚して い る地域 （醐山の

備 前地域） で は pH ＝ ＝ 3〜4 の強酸 性 の 地下水 や 浸透

永 が 湧水 し， コ ン ク リ
〜

トの腐食 の み な らず ， 周辺

Mar ¢ h ，199（）

へ の 影響に つ い て 調査 が行わ れ 対策が

研究 され て い る 。

　土質工 学は こ れ ま で の よ うに単に土

の 力学の 閥題 に とどま らず ， 環境保護

と環境づ くりの 広 い 知見 と技術が求め

ら れ よ うと して い る。

5． 地 すべ りと斜面 崩壊

　 中国地 方の地す べ り と し て は 山 口県
弓u

　 油谷 の 地 す べ りが有名で あ る。第三 紀

　 系 の 泥岩 層の地す べ りで ある が，玄武

　 質溶岩が キ ャ ッ プ ロ ッ ク とな っ て い る 。

　 大原博士 の 研究 グ ル
ープ が継続的 に調

査研究を行 っ て い る h”
’
　
ie），地下水 との 関連が非常に

強 く， 特 に 降雨や水田の 灌漑水の 浸透 と地す べ りの

移動速度 の 関連が顕著で あ る 。 こ の よ うに 第 三 紀系

の 泥岩 中の 地す べ りが 多 く観測 され て い る。

　1985年 ， 高梁州 右岸で 発生 し た尾崎の 地す べ りは，

300   巌 す 集帳 雨 騰 殴 し て 165万 m3 の

土塊がす べ り出 した。斜面尻 に は国道 180 号線，高

梁川 ， さ らに対岸に は JR 伯備線 が走 っ て お り， 地

す べ り防止 は 緊急 を要 し た 。 地下排水，ア ン カ ー，

土留 め 工 な ど総額30億円以上 の 費用を投入 して そ の

制御が行 わ れ た
le）

。 こ こ は 三 郡変成岩に 白来す る崩

積土が 撮河床礫層 の 上 に の っ て お り ， 地下水 の 上昇

に よ り突発的に移動を始めた もの と考え られ て い る 。

中国地方 の 地す べ りで 経験的 に い わ れ る こ とは，連

続 300  以上 磯 雨 が あ る と地す べ りが多発す る

傾向がみ られ る。

　中国縦貫高速 自動車道の 建 設 に あた っ て は ， 特に

矚 山 か ら広島県境 に か け て地盤は変成作用 を受 けで

い る箇所 が 多く， 切土 に起因す る斜諏崩壊 や こ れ に

誘発 され る 地す べ りの 危険性 が 高 く，そ の 対策に 多

大 の 努力が払わ れ た。現在 ， 建設中の 中国横断 自動

車道 （岡山 〜 米子 間） に つ い て も，落合〜湯原間で

ほ温泉地が示 唆す る よ うに斜面安竃 の 観点か ら の 岩

盤 の 性質は悪 く難工事が 予想 され て い る 。

6． 杭 の遺構一あ とが きに 代 えて
一

　1989年， 山陽 自動車 の 総社 ジ ャ ン ク シ ョ ン 工 事現

揚で めず ら し い 遺跡 が発 見 され た 。

　芦霽規 の lf｛河州 の 堤防 の 位置 と考 え られ る と こ ろ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7
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に
， 杭長 1 〜 2m の 木杭が約 6000本密集して 打設

され て い た の で あ る 。 時代鑑定に よれ ば 7 世紀の も

の で あ る ら し く，
「津寺遺跡 」 と命名 され た。 木 の

種類は当時こ の
一

帯 で 広 く植生 して い た と考え られ

る ア ベ マ キ で
一

辺 が約 10cm の 角柱で あ る。そ の 杭

群は幅 3 〜 5m ， 長 さ約90m に 密集 して打設 され て

お り， さ らに横木が は め こ まれ て い る 。

　杭が打設され て い た 箇所 の土質は砂ま じ りの 粘性

土 で あ るがそ の 目的は い ま だ に 明確で な い
。 堤防の

支持力 を補 うた め の もの か ，堤防 の 洗掘を防止 す る

た め の も の か
， また止 永矢板 の 効果 を期待 し た もの

か ， 等 々
， 議論が続出 し て い る。ま た 現代の ジ オ テ

キ ス タイ ル を思わせ る よ う な木枝を組み 合わ せ た簾

状遺構 も発見 され て い る。 さらに こ れ ら遺跡 の 保存

方法に つ い て も研究対象 と な り，
「ジオ グ リ ッ ト併

用砂充嗔工 法 」 が採用 され た
2°）。

　地盤 の 工事や調査 に携わ る者 と し て こ う し た遺跡

に 出 くわ す と厄介で あ る。工 期 が延 び 費用 もか さむ 。

しか しこ うした仕事 に携 わ る者 ゆえ に古代 の ロ マ ン

に 直接遭遇 で きる と考 えれ ば悩み も少 な くな る とい

うもの で あ ろ う。

　筆者 の 少 な い 経験 と知見か ら中国地方の 土質と基

礎を十 分紹介で き る とは 到底考え られ な か っ た 。 そ

こ で 前文 に も書 い た よ うに 筆者 の 印象に残 る事例を

中心 に闇題点 と教訓を述べ た つ も D で あ る が ， そ れ

らか ら少 し で も中国地方の 全体像 を理解 して い た だ

けれ ば幸い で あ る 。
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