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1． は じ め に

　新第三紀以降に形成され た泥岩は
一

般に風化 の 進

行速度が速 い
1）

。 こ の よ うな泥岩地盤 で の 土 木構造

物 の 設計施工 にあ た っ て は ， 構造物の 長期安定 の 観

点か ら風化 の 進行 ある い は 防止対策 を考慮 し て お く

こ と が 必 要 で あ る
。

し か し なが ら， 構造物の 耐用年

限 内の風化層 の形成深度や変形 ・強度に関す る設計

数値を どれ くらい 見込 む か などの 問題 に は 的確 に対

応 し得な い の が現状で あ ろ う。

一方 ， 種 々 の 泥岩に

っ い て風化特性の解明が試み られ て い る が ， 多 くは

室 内で 人工 的 に風化 を促進 させ
， それ に 伴 う諸性質

の 変化 を調 べ た もの で あ り， 実際 の 自然条件 で の 風

化 の 進行状況 に つ い て の 調査研究は少な い
2）N5）。

　筆者 らは 工 学的見地か ら島尻層泥岩
6）

の 風化特性

に つ い て 調査 ・研究を進 め て お り， 本報告で は原位

置で の風化 と そ の 進行 の 実態に っ い て述 べ る。

2．　 調 査 地 点

　風化の 進行 に は岩質の み な らず気候， 地 形 ， 地 質

構造な ど の 諸条件が影響する とみ られ て い る 。

　島尻層群 は 中新世 か ら更新世初め に か け て 形成さ

　　　　　　

図
一 1　 島尻層群の 分布

7）
と調 査 地点の 位置
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れ た軟質泥岩 を主 体とす る地 層で あ り
7）

， 調査 は こ

れ らが露出 して い る沖縄 島中南部地域で岩質がな る

べ く異な るよ うに 選 定 した A ， B ，　 C ，
　 D の 4 地点

で行 っ た （図一 1）。 各地 点 の 地層 の 堆積層 序関係

は上位よ り地点 A ， B ，
　 C ，

　 D の 順 に な っ て お り，

岩質は下位 ほ ど硬 い
。 気象条件 は ， 隣接する那爾市

で年平均気温 22，4℃ （12月〜 3 月は 月平均気温が 20

℃以下）， 年平均相対湿度77％ ， 年平均降水量 2128

mm で あ り
8）
， 調査地 域 は亜熱帯気候下に あ る 。 ま

た，調査地点は崩積土 の 堆積が な く，人為的な 地層

攪乱 も少 な い 比較的平坦 な丘陵 の 頂部付近 の 原野 で

ある 。

　調査は地表か ら深度 4m ま で の 範囲で動的 コ
ー

ン

貫入試験 を行 い
， また ， 貫入試験孔 か らハ ン ドオ

ー

ガ ーで 採取 し た試料に つ い て 物理試験 と化学試験 を

実施 し た 。

3． 風化層の 工 学的性質

　3．f 基本的性質

　切土後ま もな い 湿 潤状態 の 露頭 を観察す る と，風

化断面 は上位 か ら風化残積粘土 ， 風化岩 ， 未風化岩

に大別 され る
。 風化残積粘土 は 黄褐色，オ リーブ色

を呈 し， 岩組織が失われ ，やや粒状 で あ る。風 化岩

は上位 で は 主 に オ リーブ色 ， 灰 色な どの 土色を呈 し，

下位で は泥 岩本来の 暗青灰色 ある い は暗緑灰色を示

す。また ， 風化岩には ク ラ ッ クが発生 して お り， そ

の 出現頻度は 下位ほど少 な い 。 ク ラ ッ ク に は植物根

や鉄分 が観察され る 。 風 化岩 と未風 化岩 の 境界は調

然 と し な い
。

　図一 2 は 4 地点の 風化断面 で の 土色 ， 炭酸カ ル シ

ゥ ム 含有量 ， pH の 深 さ方 向の 分布 を示 して い る 。

土色は便宜的に 4 種類 に 大別 して い る 。 こ こ で 厂黄
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図
一 2　風 化断面で の 土色 炭酸カ ル シ ウ ム 含有量，

　　　 pH の 分布
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系色 ま じ り」 は ク ラ ッ ク に付着 し て い る黄色 っ ぽ い

鉄 分 の 混入 を表現 す る用語 と し て 便宜的に用 い た。

炭酸 カ ル シ ウ ム 含有量は シ ュ レ ッ タ ー炭酸定量器を

用 い ，質量法 に よ っ て 求 め
9）
，乾土質量当 た りの 比

率 で 表示 して い る 。 なお ， C 断面の 深度 0．5m 付近

ま で は 石 灰岩 の砂礫 を含 む泥岩砕土に よ る盛土 で あ

る 。

　 図に 示す土色 a
， b ，

　 c の 層で は 含鉄鉱物 の 酸化 ，

水和反応な ど が生 じ て い る こ とを示 唆 し て い る
。

こ

れ ら反応が生 じ る 限界深度を還元色を示 す土色 d へ

の 移行点 とすれ ば，それ は深度約 2．2m 前後 に 位置

して い る 。 しか し ， それ以深で も局所的 に土色 c の

部分 は 出現 し，特 に B 断面で は そ の頻度が多 くな っ

て い る 。 こ の よ うな と こ ろで の 酸化 ， 水和反応 は潜

在 ク ラ ッ クあ る い は 介在す る薄 い 砂層 を伝 っ て くる

宙水や地下水 の 作用 に よ る も の と推測 され る 。

　 炭酸 カ ル シ ウム 含有量 は 4 断面 で程度に差は あ る

もの の 地表面 に 近 づ くに つ れ 減少す る 傾向が認め ら

れ ， こ の 領域 で は 炭酸塩鉱物 の 溶解反応 が示 唆され

る 。特 に B 断面 の 深度 1．8m 以浅 で は炭酸 カ ル シ ゥ

ム の 溶脱がほぼ完了 し， こ の 部分 は ア ル カ リ性 か ら

酸性 へ と pH が変化 し て い る 。 なお ， 断面下部 で の

炭酸カ ル シ ウム 含有量 の 変動は島尻層に 本来含まれ

る石灰質 の 超微化石 ， 有孔虫殻な ど
！°）

（X 線回折 で

は 主 と し て 方解石 が検出 され る） の 含有量 の 差異に

よ る も の か
， 溶解や炭酸化合 な ど の 化学 的風化 に よ

る もの な の か，そ の 判断は困難で あ っ た 。

　図一 3 と図一 4は それ ぞ れ比重 と粒度組成 の 深 さ
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図
一 3　 風化断面で の 比重 の 分布
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図
一 4　風化断面 で の 粒度の 分布
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方向の 分布 を示 し て い る
。 粒度試験 で は 試料を完全

分散状態に近づ け る た め 超音波処理 を行 っ て い る
9）。

地表面付近 で は植 生に よ る有機物や外部か らの 砂礫

の 混入に よ っ て 比重 の 減少 と砂分 の 増加が み られ る

が，それ を別に すれ ば，断面 C とD で は 比重 ， 粒度

組成は共に深 さ方向に変化 がみ られず ，

一定 して い

る 。

一方 ， 断面 A と B で は深度 2m 付近 よ り浅 くな

る と ， それ ぞれ 比重 の 減少傾 向 と粘土分 の 増加傾向

がみ られ る 。 こ れ らの 傾向が前述 した構成鉱物 の 変

質や溶脱に起 因する もの か を判定する に は 更に 鉱 物

学的な分析を必要 とす る が
， 化学的風 化に よ る構成

鉱物 の 溶脱や集積 がみ られ る 場合 には比重 や粒度 の

変化 は起 こ り得る 。

　図一 5 は液性限界 WL と塑性限界 Wp の 深 さ方向

の 分布を示 して い る 。
XVL

，
　 Wp は空気乾燥 しない 試

料調製 に よ っ て用意した試料に っ い て 測定 し て い る
。

ZVL
，
　 Wp は共 に深度が 2，5m 付近よ り浅 くな る と徐

々 に増加す る傾向に あ る が，局所 的な急増，急減 も

み ら れ る 。
WL が急増する層 は炭酸 カ ル シ ウ ム が著

し く減少 し て い る層に 対応 し て い る。 こ の よ うに液

土 と基 礎，39−−6 （4el）
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図
一5　風化断面 で の コ ン シ ス テ ン シ

ー
限界 の 分布
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図
一6　 塑 性 図

100

性 ， 塑性限界は風化の影響 を受け て か な り変化する

が ， 粘土分 の 性質が極端に 変わ る ほ どで は な い こ と

が図一 6の 塑性 図 と 図
一 7 の 活性度図か ら分 か る 。

渡嘉敷 ら
11）

は島尻層の 風化断面を粘土鉱物学的に調

べ
， 風化 に伴 う粘土鉱物組成 の 変化は み られ な い と

し て い る
。 風 化 に伴 う ZVL ，　 Wp の 変 化 は 粘土鉱物

以外の 構成鉱物や化学 的
　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 w 。（％）
成分 の 変化 によ る もの と

考え られ る 。

　3．2　自然含水 比

　図一 8 に 4 断面で の 自

然含水比 Wn の深度方向

の 分布を示す。図に は測　　3

定 し た月な らび に測定 日　 ｛t？S

ま で の 1 か 月間 の 先行降　
SU

水量 と降水戸数 を併記 し

て い る 。 降水量は調査 地

点 に最 も近 い 測候所 の 観

測記録 か ら調 べ た もの で

あ る 。 局所的 な化学的風

　

　

　

“

、

多
嘱
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　　　　　　く2pm （％）

　　　 図
一7　活性度図

June ．1991

化に よ る B 断面 の 深度 3m 以深 を除くと， 湿潤期 の

含水比 は深度2．5皿 付近 か ら上方 へ 徐 々 に 増加 する

傾向を示 し て い る。 しか し ， 断面 A と B で は深度

0．5〜1m で 含水比 の 低下 が み られ ， さら に B 断面

の 深 度 1 〜 2m で は約50％も の 含水比 を示 すな ど含

水比 は相当に変動 し て い る 。 そ し て含水比 の 分布型

は各断面で 異な り， それ ぞれ 図一 5 の コ ン シ ス テ ン

シ ー限界の 分布型に 類似 し て い る 。

　と こ ろ で ， 含水比が突出 し て 大 き い B 断面の 深度

1 〜 2m とC 断面 の 深度 0，8m は図一 2 で示 し た 炭

酸 カ ル シ ウム が著 し く減少 し て い る層に対応 して い

る。田中
12）

は 室内実験 と現場調査 か ら，方解石 の 溶

脱 によ り泥岩が高間隙化す る こ とを指摘し て い る
。

こ の 場合 の 高含水比 も炭酸カ ル シ ウム の 溶脱に よ る

と考え られ る の で以下 に 検討 して み る。い ま，飽和

し た泥岩 の 炭酸 カ ル シ ウ ム が溶脱 され，それ に よ っ

て 生 じ た間隙は 水で 飽和 され る とする。溶脱後 の含

水比 xv は水 の 比重 を 1 とする と次式で 算定 され る。

w 、（％） Wt （％） Wn （％）
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図
一8　風 化 断面 で の 自然含水比 の 分布
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表
一 1　 溶脱 に 伴 う含水比増加 の 実測値と 計算値 の 比較

溶 　 　 脱 　 　 前 溶　　 脱 　　　後

試 料 炭酸 カル シ ウ
ム 含 有 量

　 （％ ）

含 水 比

　 （％）

炭酸 カル シ ウ
ム 含 有 量

　 （％）

含 　水 　比 　（驚） 溶　　液

実 測 値　計 算 値

B 断 面
　 11．6　　　 　 36．9
（深 度2．4〜2．6m の 平 均）

　 　 0．8　　 　　 50．0

（深 度L1 〜1．7m の 平 均）
45．9

　　　　　・2・・ i・4・・
C 断面
　 　　 （深度1．1〜1．8m の 平均）

2．0 45．5　　　　　42．3

地 下 水

1 1・ 8　 3・ ・ 1 ・・3　 4・ ・ 46．1

2 ・ ・ 1 … ・ 11 … 35．80
．05mol

EDTA 溶液
・　 …　 1 ・5・・ ・・3131 ・9　 28・・

　　　初 ＝

ω ・ ＋ XIGc

　　　　　1− X ／100

　　　 こ こ に ，
W 。

： 初期含水比 （％）

　　　　　　 X ：炭酸カ ル シ ウム 含有量 の 減少 量 （％）

　　　　　　 Gc ：炭酸 カ ル シ ウム の 比重 （方解石 の 比 重

　　　 　　 　　 　 2．7s＞ を用 い る）

　 計算値 と実測値を表一 1 に比較 し て い る 。 計算値

は 実測値 よ り 2 〜 4 ％小 さい 。 実際に は炭酸カ ル シ

ウム 以外 の 成分 も溶脱 し て い る で あ ろ うし ， 溶脱 に

伴 う泥岩 の 膨張 も考慮する と
， 計算値は 実測値よ り

小 さ 目とな る。 こ の こ と か ら計算結果は 炭酸カ ル シ

ウ ム の 溶脱に よ る高含水比化 をよ く説明 し て い る よ

うに思わ れ る。

　以 上述べ た泥岩風化層で の 自然含水比 の分布は過

圧密粘土 に み られ る よ うに 除荷後の 応力状態に平衡

して い る の で はな く， 風 化状況に見合 っ た分布 を し

て い る と言え る 。

　次 に 湿潤期 と乾燥期 の 含水比分布 を比較 し て み る 。

地層 ， 地盤 とも に幾分傾斜 し て い る た め厳密な比較

は で きな い が，両者に差 が認 め られ な くな る深度は

各断面 で共通 し， 2．5m 前後 で ある 。 こ の 乾燥深度

は 先 に検討 し た含永比増加 の 開始点や酸化， 水和反

応 の 限界深度とお よそ対応 して い る 。 亜熱帯気候下

の 沖縄地方で は こ の深度付近 まで水分 の 上下移動が

絶え ず生 じ
， 乾湿風化や化学的風化が確実 に 進行 し

て い る もの と推察さ れ る 。

　3．3　貫入抵抗

　（1） 貫入試験方法の検討

　こ こ で は 調査 に用 い る単管式小型動的 コ ー
ン 貫入

試験機 （図
一 9）に よ る貫入抵抗が硬 い 地盤で も力

学的性質 を正 し く評価 し て い る か に つ い て検討す る 。
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　貫入抵抗 Nc は 5kg の ハ ン マ
ー

を

50cm の 高 さ か らガイ ドロ ッ ドに沿

っ て 落下 させ ，
10cm 貫入 させ る に

必 要 な打撃回数で 表す。試験機 の 構

造上 ， 貫入 ロ ッ ドに加 わ る周面摩擦

が 問題 とな る の で 図一 9 に 示す 2 と

お りの 貫入 方法 で 予 備 試 験 を 行 っ

た
13）

。 貫入 方法 A は 通常の連続貫入

試験で あ り，貫入方法 B で は周面摩

擦 を軽減す る ため所定の 深 さまで ハ

ン ドオ
ーガ ーで 穿孔 し， 3 〜 5 回 の

予備打 ちを し た後に 貫入 試験 を行 っ て い る 。 図一10

に そ の 比較例を示 す。 こ の 図か らA 法 で は N
， の 値

に周面摩擦が強 く作用 し て い る こ とが分か る。そ こ

宕）

ハン マ
ー5kg

孔

図
一 9　貫入試験機 と貫入方法
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図
一10 貫入試験方法 の 比較例
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図
一11 圧 縮強度と貫入抵抗 の 関係

で本調査 では B 法で 貫入試験 を行 うこ とに し た 。 し

か し， 地盤が硬 く Ne 値 が 50以上に な る と貫入量が

15cm 前後 と は い え
， 人 力で の ロ ッ ドの 引抜 きは 困

難 で あ り， そ の よ うな地 盤 で は 貫入試験を打撃回数

30〜40で打 ち止 め ，Ne 値は比例換算に よ っ て 求め

た 。また ， 硬 い 地盤で は打込み時 に ロ ッ ドの たわ み

がみ られ，Nc 値の ば らつ きが大 き くな る 傾向を 示

し た。な お ， 穿孔 して 排除する土 は観察 と含水比測

定を行い ， 凡 値 の チ ェ ッ クに利用 した 。

　図一11は数箇所 の 風化層 と未風化層の B 法 に よ る

Nc 値 と そ れ らの 近 くで ブ ロ ッ クサ ン プ ル した供試

体の 非圧 密非排水試験 （側圧 3kgf ／cm2 ， ひ ずみ速

度 0．5 ％／min ）に よ る圧縮強度 （
一
軸圧縮強度 に ほ

ぼ等 しい ） の 関係 を示 し て い る 。
Nc 値と圧縮強度

に は お およそ 直線関係が成立 し，Nc 値 は 圧縮 強度

の 指標 とみな す こ とが で き る 。

　  　貫入抵抗

　図一一12に 4 断面で の 貫入 抵抗 Ne の 深度方向の分

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 凡　　　　　　　　　　　N‘

（
糧）

慳

布 を示 す 。 貫入試験は 乾燥期 と湿潤期の 両方で 行 っ

て い る。各断面 で の 貫入終了深度付近 の N 。 値は A

〈 B 〈 C 〈D で あ り， こ の 順序は それぞれ の 未風 化

層の硬 さの順序 に等 し い
。 した が っ て ， こ の 深度付

近 の Ne 値は 夫風化層の Nc 値 に近 い とみ な せ る 。

こ の よ うな Nc 値 は 自然地盤 では ， 地表面 に近づ く

に つ れ ， それ ぞれ 緩や かな S 字の 軌跡 を描 きなが ら

減少 して い る 。 そ し て 深度 1m 以浅で は ，
　 Nc 値 は

2 〜 7 ま で 減少 して い る 。

一方 ， C 断面 （切土後 7 年

目の 切土地盤 ）で は そ の よ うな 特徴がみ られ な い
。

こ の よ うに風化が ほ ぼ 平衡状態に達 し た風化層で の

値 の 分布は S字型を して い る が， こ の 分 布 型 は 野

崎
14）

が調べ た新潟県地方 に分布す る泥岩層 で の N 値

の 分布型 と
一
致 して い る 。

4． 風化の 進行 事 例

　風化層の 物理 的，化学的性質は未風 化泥岩の 性質

を受 け継 ぎな が ら多様に変化 し て い た 。 こ れ に対 し

貫入抵抗 Ne は
一

定 の 分布型 を示 し て い た。そ こ で ，

N ， を風化度 の 指標 に用 い
， C 地点で の 切土 地盤 の

風 化 の 進行過程 を経年的に調査 し た。こ の 切土地盤

は 1979年に 造成 され ， 地表面は ほ ぼ水平で ある が，

地層は約 10
°

南西方向に傾斜 し て い る 。 また ， こ の

付近 の 泥岩層に は小 断層や数枚 の 薄 い 火山灰質砂層

が介在 し て い る 。 貫入試験は 約20m 四方 の 範囲で ，

貫入孔跡の影響を避け ， 数 m ず つ 離 して行 っ て い る 。

　図一13は切土後 5 年目か ら 9 年目に か け て の 貫入

抵抗 凡 の 深 さ方向 の 分布を示 し て い る 。 経年的に

Nc の 分布 は 変動 し て お り， 風化の 進行が うか がえ

　 　 　 　 N 自　　　　　　　　　　　 Ne

00
　　 5Io15200102030400 　 　 20　　 40　 　600 　　 204060 　　 80
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図
一12 風化断面で の 貫入抵抗の 分布
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風 化 の 進行 に伴う貫入抵抗の 変化

る 。 9 年目の 調査結果 を み る と ，
Nc の 分布型は 自

然地盤 で の 分布型 にかな り類似 し て い る が ， 深度

1，5m 以浅で の 瓦 値は未だ 15前後を示 し，風化残

積粘土 と呼ばれ る程度 ま で 風化は進ん で い な い 。引

続 き風 化は進行す る もの と思われ る 。

一方 ， 風化層

の 形成深度は 2．5m 付近 とみ られ る が ， こ の 深度は

経年的に ほ とん ど変化 し て お らず ， し か も切土後 4

年 目の 調査 によ っ て 示 され た乾燥深度に 対応 し て い

る （図
一 8参照）。

こ の こ と は
， 風化 の 進行は 乾燥

深度付近 ま で 比較的速 く， それ以 深 で は緩慢な こ と

を示唆 し て い る 。

　 と こ ろ で ， 貫入抵抗 の 分布を比較 する と ， 経年的

に 貫入 抵抗 は減少 し て い る よ うにみ え な い
。 すなわ

ち ， 7 年目 と 8 年目で は逆転 し て い る よ うで あ る 。

こ の こ と を明 ら かに する た め に 図
一14に各貫入試験

時 の 含永比を湿潤期 と乾燥期に 分 け て 示 し た 。 な お ，

そ の 区別 は図に 示 し た測定 日 ま で の 1 か 月間 の 先行

（
日）
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　 　 　 　 自 然 含 水 比 Wt （％〕
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図
一14 風化 の 進行に伴う含水比 の 変化

降永量 と降水一日数によ っ て 行 っ て い る。 含水比が増

加 し始 め る深度は 2．5m 付近 で ， こ の 深度が経年的

に あ ま り変化 し て い な い こ と は 前述 し た 貫入抵抗 の

分布か ら得た風 化 の 進行 を裏付 け る もの で あ る 。 と

こ ろ が深度 0、5〜2m で の風化 に伴 う経年 的な含水

比 の 増加は湿潤期 よ り乾燥期 で 明確 で あ り，し か も

著 しい
。 す tsわ ち乾燥期 に大 きな含水比 を示 して い

る。湿潤期 の 含水 比分布は局所 的に 突出 し た高含水

比 もみ られ る が
， 全体的に は D 断面 の 含水比分布型

に
，

一方， 乾燥期 の そ れ は B 断面 の 含水比分布型 に

そ れ ぞれ類似して い る 。 こ の こ と か ら，全 くの 偶然

で ある が，乾燥期 に測定 した揚所 は 炭酸カ ル シ ウム

の 溶脱を伴い なが ら ， 湿潤期 に測定 し た揚所 はあ ま

り溶脱 を伴わ な い で 風化 が進行 し て い る た め と思 わ

れ る 。 本調査地点で は厚 さ数 cm の 火山灰質砂層 が

2 枚介在 し て い る 。 そ の 深度 は 地 層が傾 い て い る の

で貫入場所 に よ っ て 異 な っ て お り，浅 い と こ ろ で

0．4 皿 と 1．45m に ， 深 い と こ ろ で 0．85m と 1．8m に

あ っ た
。

こ の よ うな 砂層 が場所に よ っ て は 潜在的な

ク ラ ッ ク あ る い は 乾湿 によ っ て発生 した ク ラ ッ ク で

連結 され て 水 の 動 きが活発 に な り，炭酸カ ル シ ウ ム

の 溶脱が促進 され た もの で あ ろ う。 こ の よ うに風化

の進行の プ ロ セ ス が貫入場所 に よ っ て 異な っ て い た

ため に貫入抵抗の 分布型 に違 い が生 じた もの で あ る 。

溶脱 が あま り進行 しな い 揚合 の 7 年後 と 9 年後 の 湿

潤期 の 推定貫入抵抗 はそれ ぞ れ 図一13に破線 で 示 し

た曲線 の よ うにな る 。

　図一15は C 地点 とD 地点 で の 自然含水比 Wn と貫

入抵抗 Nc の 関係 を示 す 。 こ こ で は乾燥期の 飽和度

が低 い デー
タ は省 い て い る。 D 地点で は風化岩 と風

化残積粘土にそれ ぞれ Wn と Nc （対数）の 直線 関

係がみ られ ， C 地点で は それ ら に 加 え ， 構成鉱物

（主 として 炭酸カ ル シ ウム ） の 溶脱 を伴 う風化岩に

対 し て も同様の 直線 関係 が成 立 し て い る 。 こ の よ う

に W 。 と Nc の 関係は風化の プ ロ セ ス ｝ごよ っ て 異 な

っ て い る 。 し た が っ て ， 風化 の 程度 を表す指標と し

て 含水比は 限定 され た風 化 の 範囲で 有効 で ある こ と

が分 か る 。 ちなみ に ， 風化岩 と風化残積粘土 の 境界

は w ，、 と 瓦 の 関係 を用 い る と S 型 をし た 貫入抵抗

の 分布 曲線 の 上部 の くび れ る と こ ろに対応 する （図

一12の矢印の 位置）。

　溶脱を伴わ な い 風 化岩は
，
Bjerrum （ベ ー

ラ ム）
15）

土 と基礎，39− 6 （401）
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図一15　自然含水 比 と貫入 抵抗の 関係

5Q

が概念的に 提示 し たよ うに
， 岩 の 骨 組 構 造 （岩組

織） を維持 し な が ら固結力 が低下 し ， そ れ に応 じ た

吸水膨張 （含水比増加） を伴 っ て 強 度 が低下 （Nc

の 減少） した もの で あ り， 骨組構造 と固結力の 両方

が失われ，新 し い 環境に 即 した骨組構造が形成 され

て い る 風化残積粘土 とは異な っ て い る 。 また ， 溶脱

を伴 う風 化岩は図 か ら分か る よ うに前述 し た風化岩

よ り高 い 含水状態で 大き い 強度 を示す の が 特徴 で あ

る。図中の Wn が 52％ の風化岩 は炭酸 カ ル シ ウ ム 含

有量 が O．　5％ で ほ とん ど溶脱され て お り，そ の 圧縮

強度 と圧密降伏応 力 は それ ぞれ 5．4kgf／cm2 と 9．　8

kgf／cm2 で，鋭敏な硬質 粘土に類似 し て い る。

5．　 お わ り に

　本文 中で述 べ た とお り， 島尻泥岩風化層 の 工 学的

性質 は 地表面か ら 4m の 範囲に 限定 し て も極め て 複

雑で あ る 。 そ の 要因は化学的風化， 特に炭酸カ ル シ

ウ ム を主 とする 構成鉱物 の 溶脱 に あ る よ うで あ る 。

風化 の 進行過程に お い て は 物理的作用 と し て の 乾湿

風化が風化層 の 形成深度 を決め ， 化学的風 化の 環境

づ くりをに な っ て い る もの の ， 風化の 主役 は化学的

風化 で あ り， 浸透水がこ れ を促進す る 。 した が っ て ，

June ， 1991
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泥 岩の 風化 の 進行 を予測す る に は水の 動きを岩質 ，

地 質構造 ， 地形等 か ら把握 し て お く こ とが重要 で あ

る。ま た，風 化防止 対策に あた っ て は従来 か ら指摘

され て い る こ と で は あ る が ， 乾燥 と水の 侵入 防止 を

計 る こ と が肝要 と な る 。

　最後に ， 本研究 を進 め るに あた り農業造構学研究

室元専攻生諸氏の 協力 と文部省科学研究費 の 補助 を

得た 。 付記 して謝意 を表 します 。
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