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1．　 ま え が き

　山 口 県は 本州の 最西端 に位置 し ， 日本海 ， 響灘，

周防灘 （瀬戸内海）に 面 し，三 方 に海岸線 を も っ て

い る。

　県全体が高原状の 山地か らな り，それ が海岸近 く

ま で 広 が っ て い る の で ， 大 き い 平野や大河川 と い っ

た もの は な い 。 こ の 山地を大別す る と ， 島根 ， 広島

両県か ら西 へ の び て きた阿武山地 ， 岩国か ら徳山 に

か けて の 後背地の周南丘陵， 秋吉台を中心 と し て ，

県西部に 広 が る長門西部丘陵 の 三 つ に な る
。

　こ れ ら の い ずれ の 山地 に も風化が進ん だ箇所が多

く，地盤災害が各所 で 発生 し て い る。

　特に ， 土質 の 面か ら注 目され る の は ， 豪雨時に崖

崩れ が多発す るま さ土が分布する 周南丘陵 と第三 紀

層の 地す べ り地 の油谷地域 （向津具半島）で あ る。

　山 口県 の 統計 に よれば ， 家屋 ， 構造物 な どの 被害

を伴 っ た斜面崩壊だ け で も平均 し て 毎年50箇所生 じ

て い る が，そ の 中の 半数が周南丘陵で 発生 し て い る 。

　
一方，県西部 の 長 門西 部丘 陵の 地層 も古 く， 斜面

が風化 によ っ て 生 じ た弱 い 粘土層 に覆 われ て お り，

下 関市を中心 と し て 毎年か な りの 自然お よび 人工斜

面 の 崩壊が多発 して い る。

　軟弱な沖積層の 発達は瀬戸 内海岸 の 入江 に集 中 し

て お り， こ れ らは柳井 ， 岩国な ど の 周南地 区に ほぼ

限定 され て い る 。

　県内 に は い くつ か の 地す べ り地域が あ る が
， 油谷

地 区 の 地 す べ りは そ の 規模か ら特筆すべ き も の で あ

る 。

　本稿で は ， まず山口県 の地形 ， 地質状況 を述 べ
，

つ い で 周南丘 陵 の ま さ土 ， 地す べ り の 多発す る 油谷

地区な どの 土 質 ， 瀬戸 内海岸に点在する 沖積士な ど

につ い て そ の 特徴 を述 べ る。

2．　 山ロ 県の地形概観

　本州 の最西端 に位置す る 山 口県は ， 三方を海に面

し ， 多 くの 島嶼（し ょ）と長 い 海岸線 をもっ て い る 。

そ の わ りには大河川や大平野が な く， 山地 に富ん だ

県で ある 。 しか し ， 特 に 高 い 山が ある わ けで は な く ，

県東部の 島根県境 に あ る寂地山 （1337m ）を頂点 に ，

県全体と し て 東高西低 の あ ま り高度差の 大き くな い

高原状の 山地 が海岸線近 くま で広 が っ て い て ，大平

野 の 発達を妨 げて い る。

　こ の よ うな山 口県 の 地 形的特性は ， 経済企画庁
1）

表
一 1　 山 口 県 の 地形区分 とそ の 分布面積比

大区分 小 区 分 分布面積 （％ ）

　　 　 大起伏山地 （起伏 量 600m 以上）

　　 　 中起伏 山地 （起伏 量 400〜600m ）

山　地 　 小起伏 山地 （起伏 量 200〜400皿 ）

　 　 　 小起伏火 山地 （起 伏量 200〜400m ）

　 　 　 山 ろ く地

L617

．740
．1　 63，0

1．12
，5

丘陵地

大起伏丘 陵地 （起伏量 100〜200m ）

小起伏丘 陵地 （起伏量 100m 以下）

火 山性丘 陵地 （起 伏 量 200m 以 下 ）

14，84
，90
，920

．6

台　地 砂礫段丘 ・岩石 段 丘 ・溶 岩 台地 な ど 2．1

低　地

扇状地 性 低地

三 角州性低 地

砂州 ・自然堤防

埋立地 ・干 拓地

9．61
．6

　 　 14．1
 ．62
．3
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March ，1990 41

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

報告
一1996

に よ る 20万分 の 1 山 口県地形分類 図に よ く表現 され

て い る 。 そ の 地形区分お よ び分布面積比 を表
一 1 に

示 す。それ に よ る と ， 小起伏 山地 が 40％以上 ， また

丘 陵地が 20％以上に達 し， 全県的 に は 低山性 の 地域

で ある こ とを物語 っ て い る 。 ま た，各地形 区分 の 形

態や 配列 が北東一南西 方向 の 優勢な断層系 と こ れ に

ほ ぼ直交する 副次的な断層系に強 く支配 され ， 小 規

模 な地塊山地群 に分か れ て い る こ とも特徴的で ある 。

　中国地方 に は 侵食平坦面が よ く発 達 し ， 高 位 面

（脊梁山地面 ：1000 〜 1300m ） の 道後山面 ， 中位面

（300〜600m ） と し て の 吉備高原面 ， 低位面 （200m

以下）の 瀬戸 内面 に区分 され うる こ とは ， よ く知 ら

れ て い る 。 山口県 に つ い て み る と ， 道後山面 は 県境

付近 の 西 中国山地 の 頂上部に部分的 に認 め られ ， 吉

備高原面は周防山地 ， 阿武高原 ， 長 門山地 な ど に広

く分布 し て い る。また ， 瀬戸 内面は 長門丘陵 の 南部

（宇部付近）に模式的 に発達 し て い る 。

3．　 山ロ 県 の 地質

山 口県 の 総面積は約 6100km2 に達する が
， 全国

土 の わずか 1．　6％ を占め るにすぎ な い
。 し か し，地

質学的に は西南日本 の 内帯 に位置 し，古生代 （約 4

億 3千万年前）か ら第四紀 （現在）に至る い ろ い ろ

な地質時代に形成 され た様 々 な種類の 堆積岩 ， 火成

岩お よ び変成岩か らな り， それ らが複雑 に か らみ あ

っ た地質構造を形成 して い る 。 こ の よ うな山 口県 を

構成す る 地質体は ， そ の 種類 の 豊富さば か りで な く，

日本列島の 形成発達史を解明する うえ で 重要 な役割

を果た して い る もの が多 い 。

　15万分の 1 山口県地質図
2）

には ， 山 口県 の 地質が

87個 の 地質系統 に細分 され ， そ れ ら の 分布の 様子や

相互関係 が表現 され て い る。 こ こ で は ， そ れ らの 地

質系統の 性質 と形成年代に よ っ て で きる だ け ま とめ ，

表
一2　 山 口県 の 地 質 区 分 と そ の 分布面積比

ゑ

古生代石灰岩　　　　　　1．7
長 門構造 帯構成岩類　　　0．5

領家変成 岩　　　　3．4
三 郡変成岩 　　　　10．4

魁
匚：1第 四 紀 層 　鬮 新 生 代 火 山 砦

岩

岩

岩

岩

岩

゜

略

4
嚇

図
一 1　 山 口 県 の 地質略図
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12個の 地質単元 に大区分 した 地質略 図を図
一 1に 示

す。 こ の 図上 で の 各地 質単元 の 分布面積比 を計算す

る と， 表一 2 の よ うに なる 。 こ れ ら の分布面積比 の

大小 の 値 は ， 地質学的 に は さ ほ ど重 要な意味を も つ

と は い え な い 。分布面積が小 さ くて も ， 地 質学的に

重要 な も の もあれ ば，地下深所 に広 く潜在 し て い る

もの もあ り， また か つ て は広 く露出 して い た も の が

風化 ・侵食作用 に よ っ て 削は くされ た場合 もあ る か

らで あ る。 しか し， 山 口県 の 地 盤特性を考え る には ，

現在の こ の 分布面積は 重要 な意味を もつ で あ ろ う。

　複雑多岐 に わ た る 山 口県 の 地 質も 大局的 に み る

と，三 つ の 地 域す な わ ち 周防地域 （東部地 区），長

門西部地域 （西 部地区），阿武 地 域 （北部地 区）に

区分され る 。 中生 代深成岩 （22．　8％） と中生代火山

岩 （23．1％） と し た も の は，上記 の 3 区分 とは無関

係 に ，県下各地 に広 く発達 して い る よ うに み える。

しか し詳 し く検討すれ ば，こ れ らの 大部分に も地域

性 が認 め られ る 。 すなわ ち ， 中生代深成岩 は 白亜紀

後期 の 広島花 崗岩類 （花崗岩を主 と し ， 花崗斑岩 ，

花崗閃緑岩 ， 閃緑岩類 を伴 う） と領家花 崗岩類 （花

崗閃緑岩， 花 崗岩）か ら な り， 前者は県下全域 に散

在す る が，後者は周防地域 の 南東部 （柳井
一

大島地

方）に しか産出 し な い 。また，中生代火 山岩 とは白

亜紀前期 の 関門層群の 安山岩質火 山岩類 ， 白亜 紀後

期 の 周南層群 の石英安山岩質凝灰岩類お よ び阿武層

群 の 流紋岩質凝灰岩類 な どを
一

括 した も の で あ る 。

前者は長門西部地域 に主 と し て 分布す る が ， 後二 者

は 阿 武地域 を特徴づ け て い る
。 以下 ， 上 記 の 3 地域

の 地質特性 に つ い て略述す る 。

　周防地域 は北か ら南 へ ，古生代砕屑岩か らな る ペ

ル ム 系錦層群 （砂岩 ， 粘板岩 ， 酸性凝灰岩） とそ の

変成部として の 三 郡変成岩 （高圧型 ：泥 質 ・砂質 ・

塩基性片岩 ， 蛇紋岩）な らび に中生 層の オ リス トス

ト ロ
ーム層 注1）と して の ジ ュ ラ系玖珂層群 （層状チ

ャ
ー

ト， 礫質泥岩 ， 砂岩） とそ の 変成部の領家変成

岩 （低圧型 ：泥 質雲母 ・珪質雲母片岩 ， 泥質縞状 ・

珪 質縞状片麻岩）が帯状 に 配列 して い る
。 領家変成

岩 は領家花崗岩類を密接 に伴 っ て い る 。 当地域は 三

郡 変成帯お よび領家変成帯 の 模式地 と し て ，よ く知

られ て い る 。 ま た島嶼部に は，新生代火山岩 の
一部

注 1） 泥 質岩 な ど の 優勢 な地層群 が海 底 で 大 規模 な地 すべ りを

　 　 起 こ し，再堆積 し て で きた不均質な 堆積 層
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に相当する瀬戸 内火山岩類 （安山岩，同質凝灰 岩）

が発達す る。

　長門西部地域 で は ， 有名 な秋吉台が古生代石 灰 岩

で 構成 され ， そ の 周 囲を古生代砕屑岩と して の ペ ル

ム 系大田層群 ・常森層 ・別府層 （砂岩 ， 頁岩，チ ャ

ー
ト）が取 り巻き ， さ ら に西部に は 中生 層が 広 く分

布 し て い る。中生層に は ， 陸棚相 と し て の ト リア ス

系美祢層群 （砂岩，頁岩，礫岩，石炭），ジ ュ ラ系

豊浦層群 （砂岩，頁岩 ， 礫岩）， 上 部ジ ュ ラ
ー最下

部白亜系豊西層群 （砂岩 ， 頁岩 ， 礫岩） が東か ら西

へ 累積 し ， 湖成層 と し て の 下部白亜 系関門層群 （砂

岩，頁岩 ， 礫岩）が先 に述 べ た関門層群の 安山岩質

火山岩類 を伴 っ て各地 に 散在 し て い る 。
こ の 中生層

を切 っ て ，長門構造帯構成岩類 （正片麻岩 ， 角閃岩 ，

蛇紋岩 ， 結晶片岩 な ど）が北東一南西方 向に狭長 に

露出す る こ とも特徴的で ある 。 また ， 山陽 ・山陰部

に は宇部層群 （砂岩，頁岩，礫岩，石炭） や油谷湾

層群 （砂岩 ， 頁岩 ， 礫岩）な ど の 第三紀層 が点在 し ，

向津具半島の 油谷湾層群 の 上位 に は新生代火山岩 の

山陰火山岩類 （玄武岩 ， 安山岩）が覆 っ て い る 。

　阿武地域 は 先に述 べ た中生代火山岩 の うち の 周南

・ 阿武両層群に よ っ て 広 く覆 われ ， そ の 模式地 と し

て 有名で あ る 。 新生代深成岩 （斑れ い 岩， 閃緑岩）

と新生代火山岩 （阿武火 山岩類 ：玄武岩， 安山岩）

の 発達も特徴的で あ る。

　な お ， 山口県の 地 質に関す る詳 しい 解説書 と して

は ， 高橋ほ か
3）

， 今村 ほ か
4）

お よ び 猪木ほ か 5） が，

また普及書 として は ， 山 口地学会
6） お よび村上 ・西

村
7） が

， そ れ ぞ れ 出版 され て い る。

4． 山口県 の 土質

　土質の 面か ら注 目され る の は ， 豪雨時に崖崩れ が

多発する ， まさ土 が分布 す る周南丘陵と第三 紀層 の

地す べ り地区 の 向津具半島で あ る が
， 以下 に こ れ ら

の 地域 の 地盤 および瀬戸 内海岸 に点在する軟弱 な沖

積土層に つ い て 述 べ る こ と に す る 。

　豪雨に よる地盤災害 の 調査 の た め に著者 らお よ び

県 の 県内62箇所
8） か ら集 め た急傾斜地 の 地山 の 土 の

土質試験結果 を三 角座標 （日本統一分類）お よ び塑

性図に示 し た 。 図一 2 ， 図一 3 が そ れ ら で あ る
。

　前 に述 べ たよ うに，県内の 地 質構造は か な り複雑

で あるが ， 大 き く分 け る と ， 周防地域 （東部 の 瀬戸
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図
一2　地 山 の 土 の 三角座標

0 　 　 　 50
液　性　限　界　ωL 　（％）

図
一 3　地山 の 土の 塑性図

100

内海側）， 長門西部地域 （西 部）， 阿武地域（東北部）

に 三 分す る こ とが で きる の で ， 図一2， 3に示す よ う

に
， 各地域ご と に地山 の 土 の 分類を し た

。 図か ら分

か る よ うに ， 長門西部地域は粘質土 が多く，周防地

域，阿武地域 で は礫 ・砂質土が多 い
。 また ， 塑性図

で は ほ とん ど の 土 が A 線 の 近 くに分布 して い る 。 特

に，美祢 を中心 と した長門西部地域 の 土は A 線 に沿

っ て 広 い 範囲に分布 し，液性限界 の 低 い もの か ら高

い も の ま で 存在 し て い る こ とが分か る 。

　 こ の よ うに地 山の 土はそ の地域の 地質状況 を反 映

し て い る が ， 地質に っ い て は3，の とこ ろ で詳述 して

い る の で ， こ れ に つ い て は簡単に述 べ る 。 周防地域

に 分布す る砂質土 の 大部分は ま さ土 で ， こ れ は瀬戸

内海 に沿 っ て 介在し ， 風化しや すい 中生代 の 花崗岩

が風化 して 生成 された もの で ある 。

　 また ， 周防地域には古生代 の 変成岩類の 三 郡変成
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岩類 と領家変成岩類 とが広 く分布 して い るが ， こ れ

らもは く離性 に富み ， 節理 もよ く発達 し ， 強 い 風化

を受 け ると角礫状 とな り， 滑落や 崩壊 を起 こ し やす

くなる 。

　長門西部地城は古生代，中生代 ， 新生代 の 地層が

広 く分布し ， 複雑な地質構造とな っ て い るが ， こ の

うち， 中生代の 関門層群 に 属す る 砂岩 ， 頁岩 ， 礫

岩 ， 凝灰岩は比較的ぜ い 弱で 風化 して 粘土が生成さ

れ る 。

　阿武地域に は 中生代の 流紋岩 ， 石 英斑岩， 新生代

の 安山岩類が広 く分布 し て い るが ， こ れ ら は風化に

よ り礫状化 し， 急峻 な山腹 を覆 っ て お り，こ の た め

降雨 によ る崖崩れ な どが多発 して い る 。

　次に，瀬戸内海岸では入江 も多 く，軟弱な沖積層

が発達 して い る と こ ろ が多い
。 こ こ で は図

一 1 に示

す瀬戸 内沿岸 の 5地 区 （柳井 ， 平生 ， 山口 ， 宇部 ，

下関）お よび 山陰側 の 2 地区 （萩 ， 油谷） の 計 7地

区の 沖積 土層に っ い て述 べ る こ とにす る 。

　平生地区 の 沖積土層は層厚 16m の 海底粘土で 形成

され
，

ま た
， 柳井地区 は厚 さ20m の シ ル ト層が堆積

して い る 。 山 口地区は砂質土 と シ ル トの 互層が数 m

の 厚さで 堆積し て い る。宇部地区 の 港湾 に は厚 さ 5

m 前後 の シ ル ト質粘土層が存在す る
9）・1°）

。

　 こ の よ うに瀬戸内地区の 沖積土の 土質は シ ル ト質

砂 ， 砂質シ ル ト， シ ル ト， 粘土 と多種で あるが ， そ

の 多くは シ ル ト以上の 粒径 の 土 を70％程度含 ん で い

る 。 また ， 層厚は大 き い と こ ろ で 約20皿 に達す る
。

問隙比は 2．0 前後，

一軸圧縮 強度 は 0．2〜 O．5kgf ／

cm2 前後 ，
　 N 値は 0〜 3 ぐらい で か な り軟弱で ある

。

各地区 の 沖積土 の 三 角座標 と塑性図をそれ ぞれ図一

4 ， 図一 5 に示 した 。

　前述の よ うに，こ れ らの 沖積 土は い ずれ も砂分 ま

たは シ ル ト分 がか な り多 くな っ て お り， 特 に 山陰側

の萩地区の沖積土で は 砂分 を70％ も含ん で い る 。 そ

の た め図
一 5 の 塑性図で も多 くの 沖積土 が A 線 よ り

上 に あ る の に対 し ， 萩地区 の ぞれ の ほ とん どは A 線

の 下に あ る
。

こ れ に対 し て 柳 井 ， 平生 ， 山口 ， 宇部

地区の沖積土 の ほ とん どは細粒土で あ り，砂礫分10

％以下 ，シ ル ト分40〜70％ ， 粘土分 30〜60％ を含 ん

で い る も の が多い
。

　県内に は ， 約 210 の 地す べ り危険箇所 が あ る が ，

こ の 中の 約80が県北部 の 油谷 湾に 面す る 向津具半島
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沖 積 土

D
0

　 　 　 　 　 　 　 5Q　 　　 　 　　 　 　　 　 　 100

　　　　 シ ル ト 分 （％）

F ：細粒土， ｛GFi：礫質土，｛SF｝：砂質土

〔G−F〕：組粒分まじり礫，〔S−Fユ；細粒分まじり砂

図
一4　沖積土の 三角座標

震 ゜・5

慧
d

ぐ

R1 ・o

＄・± 1．5

憮

2．O

2

o

圧　縮　指　数　C。

0 ．5　　 　　　 1，0 ！．5

図
一 6　沖積土の 圧縮指数
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図
一5　 沖積 土 の 塑性図

に密集して い る 。 向津具半島の 地す べ りは褶曲作用

を強 く受 けた第三 紀層 の上 に，亀裂の 多 い 玄武岩 が

キ ャ ッ プ ロ ッ ク と して の っ て お り， 北松型 と同類 の

地す べ りで ある 。

　図
一4， 5 に み られ る よ うに，油谷地区の 沖積土 の

粒度組成 ， 液性限界の 値 に はか な りの 幅が み られ る 。

　図一 6 は 沖積土の 圧縮指数と圧密降伏荷重 の 関係

を示 し た結果 で あ る。沖積土 で は 圧 密降伏荷重は 深

さ に ほ ぼ比例す る と考 えて よ い の で ， 図
一 6 は圧 縮

指数 と深 さの 関係 とみ る こ とが で きる 、 こ れ よ り圧

縮指数 の 深 さに よ る増加 は平生 ， 山 口 ， 柳井，宇部，

下関 の 瀬戸 内側 で ほ ぼ同傾向にある が
， 萩 で はやや

聖 4e

　 3e

　 20

10

0　　 10

March ．199（｝

2a　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70

粘土分（く2
ト
1m ）含有量（％）

図
一7　 粘 土分 の 活性度

小 さくな っ て砂分 の 多 い こ とを裏付 け て い る
。

　 ま た ，圧縮指数 の 値 は 平生 ， 山 口 ， 柳井 ， 宇部 ，

下閧の 順で 小 さ くな っ て い る の で ，それ ぞれ の 沖積

土の 圧縮性 も こ の順で 小 さ くな っ て い る と判断 で き

る。

　図一 7 は県内の 土 の 活 性度A を示 し た も の で あ る 。

洪積土 ， 沖積土 の 区別 な く ， ほ とん どの 土が活性の

高い 粘土 を含ん で い る と い うこ と に な る 。

45

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

報 告
一1996

5．　 あ と が き

　以上 ， 山 口県内の 地盤特性 と し て ， 地形 ， 地質お

よ び 土質 の 概要 に っ い て述 べ た 。

　ほ か に 比 して 特徴的 な地盤特性 とい っ た もの は な

く， 油谷 （向津具半島） の 地す べ り地盤 を除い て は

一般的 な地盤 とい える 。

　お わ りに本文で述 べ た こ とを要約す る と以下の と

お りで ある。

　（1） 県東部 の 地山 の 土は 粗粒の もの が多く ， 西部

　　 へ い くに従 っ て ， 粘土分が 多 くな る 。

　　　 こ の 傾向は瀬戸 内側 の入江 の 沖積土 に つ い て

　　 も い え る 。

　（2） 周南地域 の 沖積土 は か な り軟弱 で あ る。

　  　県北部 の 油谷地区 （向津具半島）は第三 紀層

　　地す べ りの 常襲地 で ある。

　（4） 降雨時の 斜面崩壊 は周南地域 の ま さニヒ地 盤 と

　　 長門西部 ， 特に下関市周辺 に多発 し て い る 。
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